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人口減少と人口減少と
自治体のこれから自治体のこれから

牛山久仁彦（明治大学）

厳
し
い
人
口
減
少
の
中
で
、
担
い
手
不

足
が
深
刻
化
し
て
い
る
小
規
模
自
治
体
の

議
会
を
ど
う
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
同
様

の
状
況
が
進
行
す
る
中
で
行
政
そ
の
も
の

の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、

と
い
っ
た
問
題
関
心
が
み
て
と
れ
る
。
地

方
分
権
改
革
が
、
分
権
一
括
法
の
制
定
に

よ
っ
て
具
体
的
に
進
展
し
て
か
ら
18
年
が

経
過
し
て
そ
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
中
、

こ
う
し
た
国
の
動
き
は
何
を
意
味
し
て
お

り
、
地
方
自
治
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
る
の
か
が
課
題
と
な
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
研
究

会
報
告
書
の
う
ち
、
「
２
０
４
０
研
究

会
」
内
容
に
つ
い
て
検
証
し
、
今
後
の
自

治
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
確

か
に
、
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
、
さ
ら

に
は
激
甚
災
害
が
頻
発
す
る
日
本
の
現
状

を
踏
ま
え
、
今
後
の
自
治
体
戦
略
を
ど
の

よ
う
に
展
望
し
て
い
く
の
か
は
重
要
な
課

題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
研
究
会
報

告
書
の
問
題
意
識
に
は
、
重
要
な
論
点
も

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
一
方
で
「
２
０
４
０
研
究
会
報

告
書
」
で
は
、
「
自
治
体
戦
略
２
０
４
０

構
想
は
、
２
０
４
０
年
頃
に
か
け
て
迫
り

来
る
我
が
国
の
内
政
上
の
危
機
を
明
ら
か

に
し
、
共
通
認
識
と
し
た
上
で
、
危
機
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
必
要
と
な
る
新
た
な

施
策
（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
開
発
と

そ
の
施
策
の
機
能
を
最
大
限
発
揮
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
自
治
体
行
政
（
Ｏ

Ｓ
）
の
書
き
換
え
を
構
想
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
、
本
文
に
付
け
ら
れ
て
い
る

注
釈
を
見
る
と
、
「
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
、
Ｏ
Ｓ
が
提
供
す
る
機
能
を
利
用
し
て

作
動
す
る
こ
と
で
、
目
的
に
応
じ
た
作
業

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
と
自
治
体
の
関

係
に
つ
い
て
の
表
記
や
、
報
告
書
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
今
後
の
自
治
体
の
あ
り
方
や

方
向
性
が
、
本
当
に
地
域
住
民
と
日
本
の

地
域
を
再
生
し
、
活
性
化
す
る
も
の
に
し

て
い
け
る
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
す
べ
き

点
も
多
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
う
し

た
政
府
の
検
討
も
踏
ま
え
、
今
後
の
自
治

体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

２ 

自
治
体
を
と
り
ま
く

現
状
と
環
境
変
化

⑴
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
無
い
が
、
日
本

に
お
け
る
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
は
深

刻
な
状
況
に
あ
る
。
国
立
社
会
保
障
・
人

口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口

（
平
成
24
年
１
月
推
計
）
」
に
お
け
る

出
生
中
位
（
死
亡
中
位
）
推
計
で
は
、

総
人
口
は
、
２
０
３
０
年
の
１
億
１
，

６
６
２
万
人
を
経
て
２
０
４
８
年
に
は

１
億
人
を
割
っ
て
９
，
９
１
３
万
人
と
な

り
、
２
０
６
０
年
に
は
８
，
６
７
４
万
人

に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
ま

た
、
生
産
年
齢
人
口
（
15
～
64
歳
の
人

１ 

は
じ
め
に

　

２
０
１
８
年
７
月
５
日
、
第
32
次
地
方

制
度
調
査
会
が
発
足
し
、
安
倍
総
理
か
ら

地
方
制
度
調
査
会
（
会
長 

市
川
晃 

住
友

林
業
社
長
）
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な

諮
問
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
人
口

減
少
が
深
刻
化
し
高
齢
者
人
口
が
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
２
０
４
０
年
頃
か
ら
逆
算
し
顕

在
化
す
る
諸
課
題
に
対
応
す
る
観
点
か

ら
、
圏
域
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
協

力
関
係
、
公
・
共
・
私
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク

ス
そ
の
他
の
必
要
な
地
方
行
政
体
制
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
を
求
め

る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な

検
討
内
容
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の

は
、
地
方
制
度
調
査
会
発
足
に
先
だ
っ
て

設
置
さ
れ
、
検
討
を
行
っ
た
総
務
省
の
二

つ
の
研
究
会
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
内

容
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
つ
の
研
究
会
と
は
、
２
０
１
８

年
３
月
に
報
告
書
を
提
出
し
た
「
町
村
議

会
の
あ
り
方
研
究
会
」
と
同
年
７
月
に
第

二
次
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
「
自
治
体

戦
略
２
０
４
０
構
想
研
究
会
」
（
以
下

「
２
０
４
０
研
究
会
」
）
で
あ
る
。
自
治

体
行
政
と
自
治
体
議
会
の
あ
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
行
い
、
研
究
報
告
書
を
提
出
し

た
二
つ
の
研
究
会
の
共
通
の
関
心
事
は
、

人
口
減
少
社
会
に
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
が

ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
べ
き
か
、
と

い
う
点
で
あ
ろ
う
。

【総務省HP「自治体戦略2040構想研究会 第一次報告（概要）」より】

（一財）
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口
）
は
２
０
１
０
年
の
63
・
８
％
か
ら
減

少
を
続
け
、
２
０
１
７
年
に
は
60
％
台
を

割
っ
た
後
、
２
０
６
０
年
に
は
50
・
９
％

と
な
る
の
に
対
し
、
高
齢
人
口
（
65
歳
以

上
の
人
口
）
は
、
２
０
１
０
年
の
２
，

９
４
８
万
人
か
ら
、
団
塊
の
世
代
及
び

第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
高
齢
人

口
に
入
っ
た
後
の
２
０
４
２
年
に
３
，

８
７
８
万
人
と
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の
後

は
一
貫
し
て
減
少
に
転
じ
、
２
０
６
０
年

に
は
３
，
４
６
４
万
人
と
な
る
。
そ
の
た

め
、
高
齢
化
率
（
高
齢
人
口
の
総
人
口
に

対
す
る
割
合
）
は
２
０
１
０
年
の
23
・

０
％
か
ら
、
２
０
１
３
年
に
は
25
・
１
％

で
４
人
に
１
人
を
上
回
り
、
50
年
後
の

２
０
６
０
年
に
は
39
・
９
％
、
す
な
わ
ち

2.5
人
に
１
人
が
65
歳
以
上
と
な
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
の
深

刻
な
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
は
、
地
域

の
あ
り
方
に
も
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
と
な
ろ
う
。

人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
と
い
っ
た
課

題
に
対
す
る
対
応
は
、
地
方
分
権
の
時
代

を
迎
え
る
中
で
一
定
の
取
り
組
み
と
し
て

実
践
さ
れ
て
き
た
。
地
方
分
権
推
進
委
員

会
の
最
終
報
告
に
お
い
て
、
当
面
す
る
高

齢
化
社
会
の
諸
課
題
に
的
確
に
対
応
し
て

い
く
た
め
に
、
行
政
の
総
合
化
を
促
進

し
、
公
私
協
働
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ

と
が
提
案
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
第
27

次
地
方
制
度
調
査
会
の
「
今
後
の
地
方
制

度
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」
で
は
、
基

礎
自
治
体
の
あ
り
方
に
関
す
る
記
述
に
お

い
て
、
地
域
に
お
け
る
自
己
決
定
と
自
己

責
任
の
原
則
を
実
現
す
る
た
め
住
民
自
治

を
重
視
す
る
こ
と
が
説
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
さ
れ
、
住
民
自
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て

も
そ
の
充
実
が
求
め
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
「
地
域
に
お
け
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
を

担
う
の
は
行
政
の
み
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
重
要
な
視
点
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
住

民
や
、
重
要
な
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

て
の
自
治
会
や
町
内
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
そ
の
ほ

か
民
間
セ
ク
タ
ー
と
の
協
働
や
、
相
互
に

連
携
し
て
い
く
新
し
い
公
共
空
間
を
形
成

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
分
権
を
踏
ま
え
、

自
治
体
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て
き
た
も

の
の
、
大
都
市
圏
、
地
方
圏
と
も
に
現
状

は
極
め
て
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

今
後
の
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
は
深
刻

で
あ
り
、
後
に
み
る
よ
う
に
大
都
市
部
と

地
方
都
市
・
中
山
間
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
多

く
の
課
題
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
激

甚
災
害
が
地
域
社
会
に
与
え
る
影
響
は
甚

大
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
生
じ
る
自
治
体
が
抱
え
る
課
題

は
、
複
雑
・
多
様
化
す
る
一
方
な
の
で
あ

る
。

⑵
大
都
市
に
お
け
る
高
齢
者
の
孤
立
と

　

地
域
の
衰
退

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
自
治
体
が

抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て

み
た
い
。
ま
ず
、
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の

は
、
大
都
市
自
治
体
に
お
け
る
課
題
で
あ

る
。
大
都
市
部
で
は
、
従
来
の
日
本
で
維

持
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
相
互
扶
助
が
弱
体

化
し
、
子
育
て
や
高
齢
者
介
護
に
困
難
を

生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

更
に
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
集
合
住
宅

に
お
け
る
空
き
家
の
発
生
は
、
元
来
希
薄

な
傾
向
に
あ
る
集
合
住
宅
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
力
を
更
に
低
下
さ
せ
、
災
害
発
生
時

の
助
け
合
い
や
、
適
切
な
更
新
や
建
て
替

え
に
向
け
た
区
分
所
有
者
間
の
合
意
形
成

等
を
一
層
困
難
な
も
の
と
す
る
。
地
域
に

お
け
る
世
帯
構
成
の
変
化
や
空
き
家
の
動

向
は
、
住
民
自
治
を
支
え
る
地
域
組
織
と

も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
増
加
す
る
空

き
家
に
対
し
、
法
令
整
備
の
面
か
ら
の
国

や
都
内
自
治
体
に
よ
る
対
応
が
進
む
一

方
、
空
き
家
を
再
生
す
る
な
ど
し
て
新
た

に
活
用
方
法
を
見
出
す
事
例
も
都
内
各
所

で
見
受
け
ら
れ
る
が
、
課
題
も
多
い
。
区

内
に
空
き
家
を
抱
え
る
所
有
者
と
地
域
貢

献
活
動
の
拠
点
・
施
設
を
探
す
団
体
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
い
、
既
存
空
き
家
を
地

域
交
流
活
性
化
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
に
寄
与
す
る
施
設
と
し
て
活
用
す
る
な

ど
の
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
空
き
家

が
急
増
す
る
中
、
高
齢
者
福
祉
な
ど
の
新

た
な
需
要
へ
の
対
応
や
、
地
域
の
振
興
・

発
展
を
図
る
た
め
の
資
源
と
し
て
積
極
的

に
活
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
東
京
都
に
お
け
る
自
治
会
の
組

織
率
は
、
傾
向
的
に
低
下
し
て
き
て
お

り
、
今
後
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
行
方
が
極

め
て
厳
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
商
店
街
は
、
単
に
地
域
経
済
の
動
向

を
左
右
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
域
の
核
と

し
て
、
あ
る
い
は
住
民
の
情
報
共
有
の
場

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

が
、
そ
れ
が
機
能
し
な
く
な
る
こ
と
が
危

惧
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
自
治
会
・
町
内
会
の
維
持
に

と
っ
て
、
子
ど
も
会
の
存
在
は
重
要
で
、

子
ど
も
会
の
活
動
を
通
じ
て
、
自
治
会
が

組
織
さ
れ
、
活
性
化
す
る
契
機
と
な
る
場

合
が
多
い
。
し
か
し
、
少
子
化
に
よ
る
子

ど
も
の
減
少
や
、
核
家
族
化
の
進
行
に
よ

る
若
い
世
代
と
の
世
帯
分
離
は
、
そ
う
し

た
子
ど
も
会
の
活
動
の
活
性
化
を
阻
害

し
、
地
域
の
絆
を
形
成
す
る
こ
と
が
困
難

に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
結
果
、
高
齢
者
の

み
の
世
帯
が
増
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
帯

も
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
状
態
が
生
ま
れ
る

こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
都
市
部
に
お
け
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状
に
は
深
刻
な
課
題
が

生
ま
れ
て
き
て
お
り
、
今
後
に
多
く
の
課

題
を
残
し
て
い
る
。
高
齢
化
し
た
大
都
市

で
は
、
高
齢
者
が
急
増
し
、
行
政
の
コ
ス

ト
も
上
昇
す
る
た
め
、
後
に
見
る
よ
う
な

協
働
の
取
り
組
み
へ
の
期
待
が
高
ま
る

が
、
そ
れ
す
ら
も
困
難
に
さ
せ
る
状
況
が

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑶
中
山
間
地
、
農
山
村
漁
村
の

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
縮
小
・
集
落
消
滅

一
方
、
中
山
間
地
域
や
農
山
村
漁
村
、

さ
ら
に
は
離
島
を
中
心
に
、
過
疎
化
・
高

「東京の自治のあり方研究会報告書資料」より

【75歳以上人口の推移】
　（東京区部・2010年を100とした場合）

【東京の空き家率の推計】

（「東京の自治のあり方研究会」報告書資料）
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見
て
取
れ
る
。
東
京
圏
は
入
院
・
介
護

ニ
ー
ズ
の
増
加
率
が
全
国
で
最
も
高
く
、

不
足
す
る
医
療
・
介
護
人
材
を
日
本
全
体

で
確
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
若

者
ら
の
地
方
か
ら
の
人
材
流
入
は
増
大

し
、
出
生
率
が
最
も
低
い
東
京
圏
で
の
少

子
化
に
拍
車
が
か
か
り
、
子
育
て
の
不
安

か
ら
少
子
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
の
も
難

し
い
、
と
す
る
。
一
方
で
、
東
京
圏
で

は
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
、
65
才
以

上
の
単
身
高
齢
者
の
増
加
も
見
込
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
地
域
や
家
族
が
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
と
し
て
機
能
し
に
く
い
状
況
も
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
地
方
圏
で
は
、
生
産

拠
点
の
海
外
移
転
等
に
よ
り
製
造
業
が
衰

退
す
る
一
方
で
、
労
働
集
約
型
サ
ー
ビ
ス

が
多
く
立
地
し
、
労
働
生
産
性
が
低
い
こ

と
か
ら
、
東
京
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
移
入
に

伴
う
資
金
流
出
が
常
態
化
す
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
先
の
東
京
圏
の
状
況
も
踏
ま

え
、
東
京
圏
が
地
方
圏
の
経
済
や
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
支
え
ら
れ
な
く
な
る
恐
れ
が

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
口

減
少
や
高
齢
化
が
著
し
い
中
山
間
地
等
で

は
、
集
落
機
能
の
維
持
や
山
間
地
で
の
耕

地
・
山
林
の
管
理
が
困
難
に
な
る
恐
れ
が

あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
東
京
圏
の
お
け

る
傾
向
は
、
す
で
に
先
に
述
べ
た
よ
う
な

認
識
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

雇
用
・
教
育
の
危
機
と
し
て
は
、
以
下

の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
世
帯
主
が

雇
用
者
と
し
て
生
活
給
を
得
る
従
来
の
世

帯
主
雇
用
モ
デ
ル
が
標
準
的
と
は
い
え

ず
、
就
労
形
態
と
紐
付
い
た
各
種
制
度
が

足
か
せ
と
な
り
、
起
業
等
を
通
じ
た
産
業

の
新
陳
代
謝
が
低
調
に
推
移
す
れ
ば
、
生

産
性
向
上
に
限
界
が
出
る
と
い
う
。
ま

た
、
無
職
や
低
賃
金
で
経
済
的
に
自
立
で

き
な
い
人
々
が
そ
の
ま
ま
高
齢
化
す
れ

ば
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
リ
ス
ク
に
な

り
か
ね
ず
、
日
本
全
体
で
労
働
力
が
不
足

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
各
人
の
活
用

齢
化
の
進
行
で
急
速
に
地
域
の
衰
退
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
状
態
と
な
っ
た
集
落
で
は
集
落
の
自

治
、
生
活
道
路
の
管
理
、
冠
婚
葬
祭
な
ど

の
地
域
の
連
帯
機
能
が
急
速
に
衰
え
、
集

落
の
消
滅
が
現
実
化
す
る
こ
と
と
な
る
。

い
わ
ゆ
る
「
限
界
集
落
」
に
は
、
も
は
や

就
学
児
童
な
ど
未
成
年
者
の
世
代
が
存
在

せ
ず
、
独
居
老
人
の
み
が
残
っ
て
い
る
集

落
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

限
界
集
落
と
い
う
言
葉
は
、
大
野
晃

が
、
生
み
出
し
た
概
念
で
あ
る
。
「
過

疎
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
状
況

よ
り
、
よ
り
深
刻
化
し
た
問
題
と
し
て
集

落
の
消
滅
を
指
摘
す
る
た
め
、
「
限
界
集

落
」
と
い
う
用
語
を
生
み
出
す
に
至
っ
た

と
い
え
る
。
65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
地
方

自
治
体
総
人
口
の
過
半
数
を
占
め
る
状
態

を
「
限
界
自
治
体
」
と
名
付
け
、
「
限
界

集
落
」
は
、
こ
の
定
義
を
集
落
単
位
に
細

分
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
限
界
集
落
に
次

ぐ
状
態
を
「
準
限
界
集
落
」
と
表
現
し
、

55
歳
以
上
の
人
口
比
率
が
50
％
を
超
え
て

い
る
場
合
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
限
界
集
落

を
超
え
た
集
落
は
「
超
限
界
集
落
」
か
ら

「
消
滅
集
落
」
へ
と
向
か
う
。
大
野
に
よ

れ
ば
、
２
０
０
０
年
（
平
成
12
年
）
の
時

点
で
「
限
界
自
治
体
」
と
な
っ
て
い
る
の

は
高
知
県
大
豊
町
の
み
で
あ
っ
た
が
、

２
０
１
５
年
（
平
成
27
年
）
に
は
51
自
治

体
、
２
０
３
０
年
に
は
１
４
４
自
治
体
が

「
限
界
自
治
体
」
に
転
落
す
る
と
し
た
。

２
０
０
５
年
に
は
、
大
豊
町
に
加
え
て
、

群
馬
県
甘
楽
郡
の
南
牧
村
と
福
島
県
大
沼

郡
の
金
山
町
お
よ
び
昭
和
村
の
１
町
２
村

が
限
界
自
治
体
と
な
っ
た
。
２
０
１
０
年

の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
限
界
自
治
体
の

数
は
11
町
村
（
平
成
22
年
10
月
１
日
国
勢

調
査
に
よ
る
と
加
わ
っ
た
の
は
、
仁
淀
川

町
、
群
馬
県
多
野
郡
神
流
町
、
奈
良
県
吉

野
郡
川
上
村
、
徳
島
県
勝
浦
郡
上
勝
町
、

長
野
県
下
伊
那
郡
の
天
龍
村
、
大
鹿
村
、

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
北
山
村
。
）
に
ま
で

増
大
し
て
い
る
。
２
０
１
５
年
の
国
勢
調

査
で
は
、
限
界
自
治
体
の
数
は
18
町
村
で

あ
る
。
「
２
０
４
０
研
究
会
」
報
告
書
で

も
、
人
口
減
少
自
治
体
の
増
加
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
は
さ
ら
に
進

行
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

「
限
界
」
を
強
調
し
て
危
機
を
煽
る
こ

と
に
は
問
題
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
集

落
消
滅
に
よ
る
地
域
の
衰
退
は
か
な
り
深

刻
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

問
題
は
、
こ
う
し
た
集
落
消
滅
に
よ
っ

て
、
山
林
や
水
源
地
が
荒
廃
し
、
耕
作
放

棄
地
が
増
大
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
管

理
す
る
行
政
の
コ
ス
ト
が
上
昇
し
、
リ
ス

ク
が
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。
国
で
あ
れ
、

自
治
体
で
あ
れ
、
国
土
保
全
の
観
点
か
ら

こ
れ
ら
の
地
域
を
放
置
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
行
政
が
直
接
こ
れ
ら
の
地
域
を
管
理

す
る
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
。
ま
た
、
そ
れ

ら
の
地
域
を
管
理
す
る
こ
と
自
体
が
、
財

政
的
に
も
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

中
山
間
地
な
ど
に
お
け
る
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
縮
小
・
消
滅
は
、
大
都
市
に
お

け
る
生
活
困
難
と
い
う
課
題
に
加
え
、
国

土
保
全
の
困
難
を
も
た
ら
す
と
い
う
危
険

を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

３ 

人
口
減
少
に
よ
る

課
題
と
対
応

⑴
人
口
減
少
が
も
た
ら
す
危
機

こ
う
し
た
自
治
体
や
地
域
の
変
化
に
つ

い
て
、
「
２
０
４
０
研
究
会
報
告
書
」

は
、
「
若
者
を
吸
収
し
な
が
ら
老
い
て
い

く
東
京
圏
と
支
え
手
を
失
う
地
方
圏
」

「
標
準
的
な
人
生
設
計
の
消
滅
に
よ
る
雇

用
・
教
育
の
機
能
不
全
」
と
表
現
し
、
こ

れ
に
備
え
る
必
要
性
を
訴
え
る
。
ま
ず
、

大
都
市
圏
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
特
に
東

京
圏
の
深
刻
な
状
況
に
つ
い
て
の
認
識
が

可
能
な
能
力
と
ニ
ー
ズ
が
マ
ッ
チ
ン
グ
で

き
な
い
状
況
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
少

子
化
で
若
年
労
働
力
が
不
足
す
る
こ
と
を

踏
ま
え
て
、
公
民
の
組
織
の
枠
を
越
え
た

総
合
的
な
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
地
方
の
大
学
数
の
減
少

が
、
地
方
圏
の
若
者
の
可
能
性
を
奪
う
と

と
も
に
、
教
育
の
質
の
低
下
に
よ
り
国
際

競
争
の
遅
れ
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
と

い
う
。
他
に
も
、
「
都
市
の
ス
ポ
ン
ジ

化
」
に
よ
る
人
口
密
度
の
低
下
と
都
市
の

衰
退
、
治
安
の
悪
化
、
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽

化
が
指
摘
さ
れ
、
都
心
居
住
の
進
行
に
よ

る
首
都
直
下
型
地
震
発
災
時
の
リ
ス
ク
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑵
「
２
０
４
０
研
究
会
報
告
書
」
が

　

示
す
今
後
の
方
向
性　

こ
う
し
た
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に

は
、
持
続
可
能
な
行
政
体
制
を
構
築
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
「
２
０
４
０
研

究
会
」
は
こ
れ
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な

改
革
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
報
告
書
で
は
、
以
下
の
よ
う

な
「
基
本
的
考
え
方
」
が
示
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
２
０
４
０
年
頃
の
自
治

体
の
姿
は
、
住
民
が
自
ら
の
意
思
で
戦
略

的
に
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と

し
、
全
体
で
共
有
で
き
る
長
期
的
な
戦
略

を
早
い
段
階
で
定
め
、
住
民
に
と
っ
て
実

感
の
で
き
る
選
択
肢
を
示
す
必
要
が
あ
る

と
い
う
。
そ
の
上
で
、
地
域
に
よ
っ
て

「
公
・
共
・
私
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
の
あ

り
方
や
方
法
」
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
自
治
体
が
制
度
や
組
織
、

地
域
の
垣
根
を
越
え
て
、
資
源
（
施
設
や

人
材
）
を
賢
く
戦
略
的
に
活
用
す
る
必
要

が
あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
自
治
体
が

単
な
る
「
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
」

か
ら
、
公
・
共
・
私
が
協
力
し
合
う
場
を

設
定
す
る
「
プ
ラ
ッ
ト
・
フ
ォ
ー
ム
ビ
ル

ダ
ー
」
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
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の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
基
本
的
な
考
え
方
に
立
っ
た

上
で
、
今
後
の
検
討
の
方
向
性
と
し
て

「
個
々
の
市
町
村
が
行
政
の
フ
ル
セ
ッ
ト

主
義
を
排
し
、
圏
域
単
位
で
、
あ
る
い
は

圏
域
を
越
え
た
都
市
・
地
方
の
自
治
体
間

で
、
有
機
的
に
連
携
す
る
こ
と
で
都
市
機

能
を
維
持
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

と
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
生
き
て
い
け

る
空
間
を
積
極
的
に
形
成
し
、
人
々
の
暮

ら
し
や
す
さ
を
保
障
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
」
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
人
口
減
少
が

進
ん
で
き
た
県
に
お
い
て
は
、
市
町
村
と

一
体
と
な
っ
て
施
策
展
開
が
行
え
る
よ

う
、
「
都
道
府
県
・
市
町
村
の
二
層
制
を

柔
軟
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
応
じ
た

行
政
の
共
通
基
盤
の
構
築
を
進
め
て
い
く

こ
と
も
必
要
に
な
る
」
と
す
る
。
こ
の

他
、
「
東
京
圏
全
体
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
体

制
を
構
築
す
る
」
こ
と
、
「
公
・
共
・
私

の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
」
「
多
様
な
働
き
方

が
で
き
る
受
け
皿
方
策
」
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
ま
た
、
自
治
体
業
務
を
「
標
準

化
・
共
同
化
」
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る

こ
と
で
、
自
治
体
行
政
の
効
率
化
を
図
る

こ
と
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

⑶
制
度
改
革
の
方
向
性

こ
う
し
た
研
究
会
の
報
告
を
受
け
、
地

方
制
度
調
査
会
が
ど
の
よ
う
に
議
論
を
進

め
、
ど
の
よ
う
な
法
制
度
改
革
ま
で
至

る
の
か
は
、
今
後
の
推
移
を
見
守
ら
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
現
状
で
考
え
ら
れ
る

「
２
０
４
０
研
究
会
」
報
告
書
か
ら
は
、

い
く
つ
か
の
改
革
点
が
見
て
取
れ
る
。
そ

れ
は
、
①
「
圏
域
を
行
政
主
体
と
し
て
位

置
づ
け
る
」
こ
と
と
、
②
都
道
府
県
の
役

割
強
化
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
今
後
の

課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し

て
、
「
公
・
共
・
私
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
」
形
成
や
自
治
体
業
務
の
標
準
化
・
共

同
化
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
推
進
、
職
員
数
減
少
に

対
応
し
た
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
テ
ィ
ン
グ
化
が

想
定
さ
れ
る
が
、
す
ぐ
に
法
制
度
改
革
に

つ
な
げ
る
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
検
討
し
な
か
っ
た

が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
町
村
議

会
の
あ
り
方
研
究
会
」
報
告
書
を
受
け
た

議
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
審
議
も
行
わ

れ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
の
議
論
の
中
で
、
今
回
の
制
度
改

革
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
①
に
関

連
し
て
、
総
務
省
が
進
め
て
き
た
圏
域
連

携
に
対
応
し
た
法
制
度
が
ど
の
よ
う
に
形

成
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ま
で
、
総
務
省
は
、
定
住
自
立
圏
や
連

携
中
枢
都
市
圏
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の

広
域
連
合
や
一
部
事
務
組
合
と
は
異
な
る

自
治
体
間
連
携
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ま

で
の
特
別
地
方
公
共
団
体
を
形
成
す
る
広

域
連
携
の
方
式
で
は
な
く
、
連
携
協
約
の

よ
う
な
比
較
的
簡
便
な
自
治
体
間
の
協
力

で
、
人
口
減
少
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

に
対
応
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
と
い
え

る
。
今
回
、
そ
う
し
た
「
圏
域
」
に
ど
の

よ
う
な
法
的
、
制
度
的
地
位
が
与
え
ら
れ

る
の
か
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
人
口
減
少
で
人
口
の
激
減
や
、

そ
れ
に
応
じ
た
職
員
減
少
・
財
源
縮
小
に

対
し
て
都
道
府
県
が
ど
の
よ
う
な
支
援
を

行
っ
て
い
け
る
の
か
を
考
え
る
と
い
う
点

で
、
②
に
つ
い
て
の
改
革
が
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
る
の
か
も
注
目
に
値
す
る
。
現
在

の
都
道
府
県
は
、
首
都
と
し
て
人
口
集
中

が
激
し
く
、
都
と
い
う
制
度
的
違
い
を

持
つ
東
京
都
は
例
外
と
し
て
も
、
人
口

９
０
０
万
人
を
越
え
る
神
奈
川
県
か
ら
、

人
口
56
万
人
の
鳥
取
県
ま
で
、
極
め
て
大

き
な
人
口
差
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
全
て
一

律
に
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
問
も
あ

る
の
だ
ろ
う
。
二
層
制
の
地
方
自
治
を
改

め
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
む
か
は
別
と
し

て
も
、
都
道
府
県

－

市
町
村
関
係
、
そ
の

機
能
分
担
や
垂
直
補
完
な
ど
が
検
討
さ
れ

る
可
能
性
は
あ
る
。
こ
う
し
た
制
度
改
革

の
方
向
が
、
今
後
地
制
調
で
ど
の
よ
う
に

議
論
さ
れ
、
具
体
的
な
法
制
度
改
革
に
つ

な
が
る
の
か
は
、
都
道
府
県
の
あ
り
方
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
ろ

う
。４ 

自
治
体
は
ど
う
す
べ
き
か
？

具
体
的
な
地
方
分
権
に
向
け
た
地
方
制

度
改
革
が
実
現
し
て
か
ら
、
18
年
が
経
過

す
る
中
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
人

口
減
少
社
会
・
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
、

そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て

「
地
方
創
生
」
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

長
く
続
い
て
き
た
集
権
的
な
体
制
の
下

で
、
国
と
地
方
の
関
係
に
お
い
て
は
、
国

が
政
策
立
案
し
、
立
法
化
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
、
中
央
政
府
の
法
令
解
釈
に
基
づ

い
て
自
治
体
が
執
行
す
る
と
い
う
ス
タ
イ

ル
が
常
態
化
し
て
き
た
。
自
治
体
発
の
政

策
立
案
は
一
部
自
治
体
で
し
か
行
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
国

－

地
方
関
係
で
は
、
効
果
的
で
効
率
的
な

地
域
政
策
は
実
現
で
き
ず
、
多
様
化
す
る

地
域
の
課
題
に
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
２
０
４
０
研
究
会
」
報
告
書
で
は
、

中
央
省
庁
が
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供

し
、
自
治
体
が
そ
れ
を
動
か
せ
る
Ｏ
Ｓ
と

し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
Ｏ
Ｓ
と
い
う

言
葉
の
使
い
方
に
よ
っ
て
も
そ
の
認
識
は

異
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
中
央
省
庁
に
そ

う
し
た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
供
給
す
る

こ
と
が
果
た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
、
地
方
ご
と
に
異
な
る
人
口

減
少
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
中
、
自
治

体
は
自
ら
の
政
策
形
成
能
力
を
向
上
さ

せ
、
地
域
の
課
題
に
対
応
す
る
体
制
づ
く

り
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
「
２
０
４
０
研
究
会
」
を
は

じ
め
と
す
る
中
央
政
府
の
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
自
治
体
に
鋭
く

課
題
を
突
き
つ
け
て
い
る
の
も
事
実
で
あ

る
。
か
つ
て
地
方
分
権
に
よ
っ
て
、
市
町

村
は
「
総
合
行
政
主
体
」
た
る
こ
と
を
め

ざ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
平
成
の
大
合

併
」
も
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
今
回
の

「
２
０
４
０
研
究
会
」
報
告
書
で
は
、
市

町
村
が
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
は

無
理
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
個
々
の
市
町
村

が
行
政
フ
ル
セ
ッ
ト
主
義
か
ら
脱
却
」
し

て
圏
域
単
位
で
の
行
政
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
大
都

市
圏
と
地
方
圏
で
は
、
事
情
は
異
な
る
こ

と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
市
町

村
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、

改
め
て
考
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
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