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ま
さ
に
、
地
方
は
す
で
に
人
口
回
復
が
難
し
い
状
態

に
な
り
、
人
口
的
に
は
「
地
方
の
壊
死
」
と
で
も
い
う

べ
き
状
況
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
東

日
本
大
震
災
は
、「
東
京
・
首
都
圏
に
よ
る
東
北
、
特
に

北
東
北
か
ら
の
収
奪
」
が
限
界
・
臨
界
に
到
達
し
た
こ

と
へ
の
「
神
か
ら
の
警
告
」
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
し
て
い
る
。

　

先
人
た
ち
が
手
入
れ
し
て
き
た
国
土
を
、
寸
土
と
い

え
ど
も
荒
廃
さ
せ
て
後
世
に
引
き
継
ぐ
自
由
な
ど
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
は
ず
も
な
い
わ
れ
わ
れ
が
、「
東
京
・
首

都
圏
へ
の
ヒ
ト
や
カ
ネ
の
集
中
は
、
経
済
的
に
合
理
性

が
あ
る
」
な
ど
と
う
そ
ぶ
い
て
き
た
こ
と
へ
の
警
告
な

の
だ
。
わ
が
国
は
、
地
震
・
河
川
氾
濫
・
高
潮
な
ど
の

大
自
然
災
害
頻
発
国
だ
が
、
東
京
・
首
都
圏
こ
そ
危
険

な
の
で
あ
る
。

　

主
要
な
先
進
国
の
な
か
で
、
い
ま
だ
に
「
人
口
最
大

都
市
圏
に
全
国
か
ら
人
口
が
集
中
し
続
け
て
い
る
の
は

日
本
の
首
都
圏
だ
け
だ
が
、
そ
の
都
市
圏
を
メ
ガ
級
の

自
然
災
害
が
近
い
将
来
に
襲
う
こ
と
が
確
実
と
予
測
さ

れ
て
い
る
の
も
日
本
だ
け
だ
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
な

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
こ
そ
が
、
わ
が
国
最
大
の
脆
弱
性
で
あ
り
最
大

の
危
機
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
機
能
を

集
中
さ
せ
て
し
ま
っ
た
東
京
が
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け

れ
ば
、
大
き
な
経
済
損
失
で
あ
る
と
か
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
大

　

二
〇
一
三
年
の
首
都
圏
へ
の
人
口
移
動
が
九
・
七
万

人
に
も
な
っ
た
と
報
道
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
七
万
人
が

東
京
都
へ
の
流
入
だ
と
い
う
。
全
国
総
人
口
が
減
少
す

る
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
の
に
、
首
都
圏
だ
け
が
人
口

の
社
会
増
を
続
け
て
、
地
方
か
ら
の
人
材
の
収
奪
を
続

け
て
い
る
。

　

経
済
は
集
積
の
利
益
を
求
め
る
が
、
そ
れ
は
資
本
の

行
動
が
も
た
ら
す
「
外
部
不
経
済
」
の
大
き
さ
に
よ
っ

て
制
約
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
東
京
集
中
の
結
果
、
大
気

汚
染
や
交
通
渋
滞
な
ど
の
障
害
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
れ

ば
、
集
中
は
あ
る
レ
ベ
ル
で
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
こ
の
国
で
起
こ
っ
て
い
る
東
京
・
首

都
圏
へ
の
集
中
が
も
た
ら
す
危
険
は
、「
激
し
い
交
通

渋
滞
が
経
済
的
損
失
を
生
む
」
と
い
う
不
経
済
の
問
題

を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
国
家
の
存
続
を
脅

か
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
質
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
つ
が
、
問
題
は
「
東
京
の
過
密
化
」
と
い
う

レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
京

が
全
国
か
ら
人
口
を
収
奪
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

総
人
口
減
少
時
代
に
あ
っ
て
は
「
地
方
に
お
け
る
人
口

減
少
を
自
然
減
以
上
に
加
速
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
地
方
が
過
密
に
あ
え
い
で
い
る
の
な
ら
と
も

か
く
、
仙
台
や
福
岡
と
い
っ
た
ブ
ロ
ッ
ク
中
心
都
市
以

外
の
県
庁
所
在
都
市
で
す
ら
中
心
商
店
街
が
シ
ャ
ッ
タ

幅
な
毀
損
だ
と
か
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
は
止
ま
ら
な
い
。

　

そ
れ
は
日
本
が
経
済
大
国
や
豊
か
さ
か
ら
撤
退
し
て

貧
困
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
敗
戦
直
後
の
よ
う
な
生
活

水
準
に
戻
る
可
能
性
が
あ
る
。
国
連
の
常
任
理
事
国
を

目
指
す
ど
こ
ろ
か
、
Ｇ
7
か
ら
も
退
出
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
に
違
い
な
い
。
太
平
洋
は
完
全
に
ア
メ
リ
カ
と
中

国
の
海
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
東
ア
ジ
ア
で
も
存
在
感
の

ま
っ
た
く
な
い
国
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

東
京
を
襲
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
地
震
に
は
、
直
下

型
と
ト
ラ
フ
型
が
あ
る
が
、
も
し
次
に
起
こ
る
地
震
が

ト
ラ
フ
連
動
型
で
あ
れ
ば
、
関
東
〜
九
州
東
海
岸
に
至

る
地
域
も
崩
壊
に
近
い
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

わ
が
国
の
偏
っ
た
人
材
と
富
の
集
積
は
、
東
京
・
首
都

圏
が
最
大
の
も
の
だ
が
、
関
東
か
ら
九
州
に
至
る
間
に

も
相
当
な
も
の
が
あ
る
。
東
北
や
日
本
海
側
を
使
い
こ

な
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

わ
が
国
の
真
の
最
大
危
機
は
、
東
京
集
中
の
進
行
へ

の
危
機
感
が
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
な
い
こ
と

だ
。
た
と
え
ば
ピ
ー
ク
時
に
は
二
〜
三
分
間
隔
で
運
行

し
て
い
る
地
下
鉄
が
多
す
ぎ
る
乗
客
の
た
め
に
、
相
当

の
遅
れ
が
常
態
化
し
て
い
る
と
い
う
過
密
の
異
常
さ
な

の
だ
。
一
九
九
二
年
に
は
上
場
企
業
の
七
八
％
が
東
京

に
本
社
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
二
〇
一
二
年
に
は
八
六

％
に
も
な
る
と
い
う
資
本
の
論
理
優
先
だ
。「
こ
れ
は

異
常
な
事
態
な
の
だ
」
と
感
じ
て
い
な
い
こ
と
が
、
危

ー
通
り
化
し
て
い
る
く
ら
い
に
、
地
方
は
過
疎
化
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
に
苦
し
ん
で
い
る
の
に
、
そ
れ
を

さ
ら
に
厳
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

増
田
寛
也
氏
は
、
岩
手
県
知
事
を
経
験
し
た
国
土
交

通
省
Ｏ
Ｂ
（
退
職
時
は
建
設
省
）
だ
が
、
最
近
『
中
央

公
論
』
の
特
集
記
事
「
壊
死
す
る
地
方
都
市
」
の
中
で

「
二
〇
四
〇
年
、
地
方
消
滅
。『
極
点
社
会
』
が
到
来
す

る
」（
二
〇
一
三
年
十
二
月
号
）
と
い
う
衝
撃
的
な
論
文

を
発
表
し
た
。
わ
が
国
は
、
合
計
特
殊
出
生
率
（
一
人

の
女
性
が
一
生
の
間
に
産
む
子
供
数
の
平
均
値
）
で
こ

そ
、
一
・
四
台
に
回
復
し
て
、
韓
国
や
台
湾
を
か
な
り
上

回
っ
て
い
る
の
だ
が
、
子
供
を
産
む
可
能
性
の
高
い
二 

〇
〜
四
〇
歳
の
女
性
の
減
少
が
激
し
い
と
い
う
の
だ
。

　

今
後
二
〇
四
〇
年
頃
ま
で
の
間
に
、
こ
の
年
齢
層
の

女
性
が
半
減
し
て
し
ま
う
市
町
村
は
全
国
で
約
九
〇
〇

に
も
達
し
、
全
国
の
市
町
村
数
一
、七
四
二
（
平
成
二
十 

六
年
一
月
一
日
現
在
）
の
過
半
数
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
年
齢
層
の
減
少
は
人
口
の
少
な
い
市
町
村
ほ
ど
激

し
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
、「
二
〇
〜
四
〇
歳
の
女

性
数
が
半
減
す
る
市
町
村
数
が
、
県
内
全
市
町
村
の
八

割
を
超
え
て
し
ま
う
県
が
、
青
森
、
秋
田
、
岩
手
、
山

形
、
島
根
と
五
県
に
も
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
五

県
以
外
に
も
い
く
つ
も
の
県
が
こ
れ
に
限
り
な
く
近
い

と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。

機
な
の
で
あ
る
。

　

東
京
か
ら
の
分
散
、
太
平
洋
側
か
ら
の
分
散
こ
そ
が

最
大
の
政
策
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
京
の
過

重
負
担
を
軽
減
し
、
機
能
に
応
じ
て
東
京
か
ら
首
都
圏

全
体
や
全
国
へ
の
分
散
を
図
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
世

界
経
済
は
二
十
四
時
間
休
み
な
し
に
動
く
よ
う
に
な
っ

た
が
、
ア
ジ
ア
が
担
う
べ
き
八
時
間
が
存
在
す
る
。
東

京
は
、
世
界
都
市
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
と
覇
を
競
い
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
と
都
市

的
魅
力
で
勝
負
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
平
常
時
の

経
済
合
理
性
」
か
ら
「
日
本
存
続
の
合
理
性
」「
国
土
全

体
の
効
率
的
利
用
の
合
理
性
」
と
い
う
「
非
常
時
を
想

定
し
た
経
済
以
外
の
合
理
性
」
へ
の
転
換
だ
が
、
強
力

な
政
治
が
必
要
な
政
策
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
だ
が
、
完
全
破
壊
級
の
被
害
を
も
た
ら
す

で
あ
ろ
う
大
自
然
災
害
が
、
近
い
将
来
確
実
に
襲
う
こ

と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
都
市
圏
に
ヒ
ト
と
カ
ネ
の
集
中

が
進
ん
で
い
る
唯
一
の
国
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す

る
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
防
災
政
策
が
、
構
想
は
あ
る
け

れ
ど
も
具
体
的
な
実
行
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
何
と

も
寂
し
い
実
態
な
の
だ
。

　

わ
れ
わ
れ
が
「
起
こ
っ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
は
考
え

な
い
」
先
人
た
ち
だ
っ
た
と
、
後
世
か
ら
の
批
判
を
受

け
て
は
遅
い
の
だ
。
東
京
か
ら
の
分
散
と
地
方
の
振
興

は
表
裏
一
体
の
最
優
先
施
策
で
あ
る
。
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