
地
域
開
発
と
地
方
自
治
（1）

ー
鹿
児
島
県
政
の
過
去
と
現
状
1

西

岡

久

靹

地域開発と地方自治（→（西岡）

は

じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
四
月
特
定
研
究
「
産
業
構
造
変
革
」
班
の
一
メ
ヘ
ハ
ー
と
し
て
分
担
し
た
「
鹿
児
島
県
行
政
分
析
」
に
つ
い
て
、

共
同
討
論
の
素
材
に
供
す
る
目
的
で
書
き
お
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
年
の
時
間
が
経
過
し
た
い
ま
、
発
表
す
る
の
は
伍
泥
た
る
も
の
が
あ

る
が
、
私
自
身
の
仕
事
に
一
く
ぎ
り
つ
け
た
い
考
え
も
あ
り
、
必
要
最
少
限
度
の
加
筆
訂
正
を
施
し
て
、
あ
え
て
こ
こ
に
発
表
す
る
こ
と
に

し
た
次
第
で
あ
る
。

一
、

二
、

三
、

四
、

　
目
　
　
　
次

分
析
の
視
点

日
本
経
済
の
高
度
成
長
と
鹿
児
島
県
の
情
勢

地
域
開
発
政
策
の
展
開
と
県
政
の
対
応
（
以
上
本
号
）

開
発
行
政
の
現
状
と
間
題
点
（
以
下
次
号
）

1
　
工
場
誘
致
と
公
害
問
題
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説

32
過
疎
問
題
と
広
域
市
町
村
圏

志
布
志
湾
開
発
問
題

論

醐
、
分
析
の
視
点

　
お
よ
そ
、
地
方
自
治
体
の
活
動
が
、
国
家
政
策
の
遂
行
と
無
関
係
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
国
と
地
方
自
治
体
と
の
関

係
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
い
う
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
の
理
解
と
も
関
運
し
て
、
基
本
的
な
見
解
の
相
違

が
あ
る
。

　
地
方
自
治
体
に
、
国
家
以
前
か
ら
存
在
す
る
「
固
有
権
」
”
速
薯
o
冒
目
琶
置
聴
ポ
な
る
観
念
を
認
め
う
る
か
ど
う
か
の
間
題
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
）

消
極
に
解
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
地
方
自
治
体
そ
の
も
の
が
、
国
家
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ノ

家
以
前
か
ら
存
在
す
る
固
有
権
の
観
念
を
容
れ
る
余
地
は
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
論
拠
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
現
憲
法
の
歴
史

的
性
格
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
論
理
の
含
む
危
険
性
を
み
の
が
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
地
方
自
治
が
、
戦
後
憲
法
政

治
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
国
家
法
体
系
の
頂
点
に
そ
の
一
座
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
歴
史
的
背
景
に
は
、
統
治
構
造
の
多
元
主
義
を
前
提
と

し
た
う
え
で
、
戦
前
の
官
僚
的
中
央
集
権
主
義
を
つ
よ
く
否
定
し
、
こ
れ
と
の
対
決
・
抗
争
な
し
に
は
真
の
地
方
自
治
は
実
現
し
え
な
い
と
の

思
想
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
を
是
認
す
る
か
ぎ
り
、
地
方
自
治
の
本
質
理
解
か
ら
固
有
権
の
観
念
（
そ
れ
を
い
か
に
構
成
す
る
か
は
別
と
し

て
）
を
全
く
抜
き
去
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
実
践
的
意
味
を
も
た
な
い
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
た
だ
、
従
来
の
固
有
権
説
が
、
英
米
法
的
地
方
自
治
の
伝
統
を
も
た
な
い
わ
が
国
で
、
実
定
法
上
の
根
拠
を
欠
く
と
の
批
判
に
十
分
耐
え
え

な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
何
よ
り
も
ま
ず
地
方
自
治
は
一
つ
の
具
体
的
な
政
治
的
要
求
で
あ
っ
て
こ
の
要
求
を
掲

げ
て
、
国
家
に
そ
れ
を
認
め
さ
せ
て
き
た
も
の
は
、
そ
れ
を
直
接
に
自
己
の
権
利
と
し
て
主
張
し
て
い
る
社
会
的
団
体
で
あ
っ
た
」
と
い
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

に
固
有
権
の
存
在
理
由
を
も
と
め
る
説
明
は
、
英
米
の
歴
史
的
経
験
に
お
い
て
は
妥
当
し
え
て
も
、
わ
が
国
の
場
合
果
し
て
そ
う
い
え
る
か
は
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地域開発と地方自治e（西岡）

疑
間
で
あ
ろ
う
。

　
む
し
ろ
、
固
有
権
の
論
拠
は
、
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
と
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
の
国
家
統
治
構

造
の
多
元
性
に
こ
れ
を
も
と
め
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
。
抽
象
的
保
障
と
し
て
の
基
本
的
人
権
は
、
現
実
に
は
一
定
の
社
会
的
組

織
を
媒
体
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
具
体
的
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
労
働
者
の
基
本
的
人
権
が
、
労
働
組
合
と
い
う
社
会
的
組
織
を
媒
体
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
レ
ア
ル
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
地
域
住
民
の
基
本
的
人
権
も
ま
た
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
に
適
当
な
社
会
的

組
織
を
必
要
と
す
る
。
現
憲
法
が
重
要
な
そ
の
一
章
を
さ
い
て
、
地
方
自
治
を
統
治
構
造
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
織
り
込
ん
だ
う
ら
に
は
、

そ
の
よ
う
な
過
去
を
つ
よ
く
否
定
し
た
う
え
で
、
よ
い
環
境
の
な
か
で
生
き
よ
う
と
す
る
住
民
の
本
然
の
権
利
・
利
益
を
住
民
基
本
権
と
し
て

と
ら
え
、
地
方
自
治
体
は
な
に
よ
り
も
住
民
の
か
か
る
基
本
権
を
実
現
す
る
た
め
の
場
の
設
定
と
い
う
工
夫
が
あ
っ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
構
成
原
理
の
実
践
が
、
戦
後
政
治
過
程
で
、
保
守
政
権
に
よ
り
意
図
的
に
サ
ボ
タ
ー
ジ
ユ
さ
れ
、
あ
る
い
は
は

な
は
だ
し
く
ゆ
が
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
憲
法
調
査
会
報
告
の
主
流
意
見
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
福

　
　
　
　
　
　
ハ
ヰ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ぢ
ロ

祉
国
家
」
の
論
理
と
も
関
運
し
て
、
い
わ
ゆ
る
新
中
央
集
権
主
義
的
傾
向
が
深
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
八
年
地

方
制
度
調
査
会
が
そ
の
答
申
の
な
か
で
、
　
「
現
代
福
祉
国
家
に
お
け
る
両
者
（
国
と
地
方
自
治
体
ー
筆
者
）
の
関
係
は
、
決
し
て
こ
の
よ
う
な

（
対
抗
ー
筆
者
）
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
国
も
地
方
公
共
団
体
も
と
も
に
国
家
の
統
治
機
構
の
一
環
を
な
す
も
の
で
、
国
は
中
央
政
府

と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
は
地
方
政
府
と
し
て
、
国
民
福
祉
の
増
進
と
い
う
共
通
の
目
的
に
向
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
分
担
し
、
相
協
力
し

て
行
政
の
処
理
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
論
理
に
は
、
近
代
民
主
主
義
の
大
前
提
で
あ
る
多
様
性
の
寛
容
の
拒
否
、
異
質
な
も
の
の
廃
絶
の
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
。
い
か
に

も
、
中
央
と
地
方
と
の
機
能
的
分
担
を
認
め
る
点
で
、
そ
れ
は
戦
前
の
絶
対
中
央
集
権
主
義
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
国
民
福
祉
の
増
進
と
い

う
き
わ
め
て
抽
象
的
な
政
治
理
念
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
存
在
す
る
中
央
と
地
方
と
の
具
体
的
な
対
抗
・
矛
盾
関
係
を
い
っ
さ
い
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説論

捨
象
し
、
地
方
を
新
た
な
中
央
支
配
の
一
環
と
し
て
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
点
で
、
そ
の
基
本
的
な
ね
ら
い
は
同
じ
だ
と
い
え
よ
う
。

　
い
か
に
も
、
個
人
的
権
利
・
利
益
の
主
張
に
傾
き
全
体
の
利
益
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
抽
象
的
な
全
体
の

利
益
の
名
に
お
い
て
、
具
体
的
に
何
が
主
張
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
産
業
の
発
展
は
よ
い
も
の
だ
、
そ
れ
は
国
民
全
体
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
発
想
の
う
ら
に
は
、
そ
の
た
め
に
禍
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、

文
句
を
い
わ
ず
に
協
力
し
ろ
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
観
念
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
資
本
優
位
髄
人
間
疎
外
の
論
理
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
現
実
に
か
か
る
論
理
が
支
配
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
政
治
の
役
割
は
、
な
り
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
守
政
府
に
よ
る
戦
後
政
治
の
展
開
は
、
ま
る
で
こ
う
し
た
役
割
を
忘
れ
た
か
の
よ
う

に
み
え
る
。
所
得
倍
増
、
高
度
経
済
成
長
、
地
域
開
発
、
広
域
行
政
な
ど
そ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
も

の
は
、
資
本
優
位
の
政
策
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
地
域
住
民
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
過
疎
、
過
密
、
公
害
、
交
通
、
住
宅
、
物
価
問

題
の
激
化
お
よ
び
生
活
、
自
然
環
境
の
破
壊
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
戦
後
政
治
の
展
開
の
な
か
で
、
住
民
福
祉
の
向
上
に
努
め
る
べ
き
地
方
自
治
体
が
お
か
れ
て
い
る
問
題
状
況
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
以
下
、
地
域
開
発
政
策
の
展
開
の
な
か
で
、
鹿
児
島
県
政
が
た
ど
り
、
そ
し
て
お
か
れ
て
い
る
問
題
状
況
を
地
方
自
治
と
の
関
わ
り
の
な
か

で
把
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一4一

注
（
1
）
地
方
自
治
の
本
質
に
関
す
る
内
外
の
諸
説
を
整
理
し
て
紹
介
し
た
最
近
の
文
献
と
し
て
は
、
星
野
光
男
「
地
方
自
治
の
理
論
と
構
造
」
が
あ
る
が
、
そ

　
　
　
の
な
か
で
「
捌
度
的
保
障
説
」
が
わ
が
国
で
も
多
数
説
と
す
る
。
二
四
頁
。

　
（
2
）
た
と
え
ば
、
宮
沢
俊
義
「
目
本
国
憲
法
」
七
七
一
頁
。

　
（
3
）
鵜
飼
信
成
「
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
の
本
旨
」
1
都
市
間
題
昭
和
二
八
年
四
月
号
。

　
（
4
）
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
改
正
意
見
の
主
流
を
な
す
い
わ
ゆ
る
「
共
同
意
見
書
」
　
（
八
木
秀
次
ほ
か
コ
ハ
名
）
は
、
福
祉
国
家
の
論
理
を
説
い
て
「
現
代



　
に
あ
っ
て
は
国
家
な
い
L
国
家
権
力
自
体
の
構
造
が
民
主
的
に
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
は
か
つ
て
の
よ
う
に

　
必
ず
し
も
個
人
の
自
由
・
人
権
の
敵
対
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
も
っ
と
も
強
力
な
保
護
者
に
す
ら
な
り
う
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
す
る
（
同
報
告
書

　
五
三
四
頁
）
。

（
5
）
ま
た
、
共
同
意
見
書
は
、
地
方
自
治
と
く
に
地
方
分
権
の
問
題
に
つ
い
て
「
社
会
条
件
が
均
等
化
し
て
地
方
的
特
殊
性
が
う
し
な
わ
れ
、
交
通
通
信
手

　
段
が
発
達
し
て
地
方
が
広
域
化
す
れ
ば
地
方
行
政
が
ひ
ろ
が
り
中
央
集
権
化
す
る
の
は
さ
け
ら
れ
な
い
」
と
L
て
い
る
（
報
告
書
、
七
一
五
頁
）
。

二
、
目
本
経
済
の
高
度
成
長
と
鹿
児
島
県
の
情
勢

地域開発と地方自治O（西岡）

　
地
方
政
治
が
、
地
域
住
民
の
基
本
的
政
治
要
求
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
掲
げ
て
中
央
政
府
と
対
決
し
、
中
央
政
府
に
そ
れ
を
認
め
さ
せ
る
と

い
う
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
を
貫
く
た
め
に
は
、
す
く
な
く
と
も
三
つ
の
面
で
地
方
自
治
体
の
自
主
性
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
つ
は
人

事
、
二
つ
は
制
度
（
機
構
）
、
三
つ
に
は
財
政
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
地
方
自
治
の
展
開
は
、
こ
の
い
ず
れ
の
面
で
も
、
中
央
依
存
の
度

を
深
め
、
い
わ
ゆ
る
三
割
自
治
ー
自
治
の
形
骸
化
と
い
わ
れ
る
実
態
に
甘
ん
ぜ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
傾
向
は
、

産
業
基
盤
の
脆
弱
な
地
域
ほ
ど
つ
よ
い
と
い
え
る
が
、
南
九
州
と
く
に
鹿
児
島
県
の
場
合
と
く
に
顕
著
な
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
よ
う
な
現
象
は
、
日
本
経
済
の
高
度
成
長
に
と
も
な
う
人
口
流
出
－
過
疎
化
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
そ
の
度
合
を
深
め
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ

う
o

　
そ
こ
で
、
主
と
し
て
昭
和
三
〇
年
以
降
の
高
度
成
長
期
を
対
象
に
、
本
県
の
社
会
経
済
情
勢
を
示
す
若
干
の
指
標
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
イ
、
人
口
構
成
の
推
移

　
本
県
の
人
口
は
、
終
戦
時
（
二
〇
年
一
一
月
）
に
は
一
五
三
万
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
え
続
け
、
二
九
年
に
は
二
〇
〇
万
を

超
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
傾
向
は
、
三
〇
年
の
二
〇
四
万
を
ピ
ー
ク
と
し
て
以
後
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
三
五
年
一
九
六
万
、
四
〇
年
一
八

五
万
、
四
五
年
一
七
二
万
と
な
り
、
三
〇
…
四
五
年
の
一
五
年
問
に
約
三
二
万
人
（
一
五
％
）
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
三
〇
1
三
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　　　　　　　　　論　説
人　口　の　推　移　　（国勢調査報告書総理府統計局）（表1）

454035

1，729，010

　　　　　6．7

1，853，517

　　　　　5．6

1，963，104

　　　　　3．9

昭　　30

2，044，112

人口
減少率（％）

（表2）年令層（3区分）別構成比（百分比）

　　　　　　　　　　　　　　　（）は全国

4035昭　30

32。1

（25．6）

59．5

（68．1）

　
）

5
　
Q
》

Q
Q
　
ρ
U

　
（

36．6

（30．0）

56．2

（64．2）

　　7．2

（5，7）

37．0

（33．4）

56．8
（61．3）

　　6．2

（5，3）

14才以下

15～64才

65才以上

（総理府統計局編rわが国の人口」より）

五
年
の
減
少
率
は
三
・
九
％
で
あ
っ
た

も
の
が
、
三
五
－
四
〇
年
で
は
五
・
六

％
、
四
〇
1
四
五
年
で
は
六
・
七
％
と

減
少
の
テ
ン
ポ
が
い
っ
そ
う
早
く
な
っ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
（
表
1
）
。

　
ま
た
、
こ
の
人
口
の
動
ぎ
を
年
令
別

で
み
て
み
る
と
、
一
五
－
六
四
才
の
い

わ
ゆ
る
生
産
年
令
人
口
と
六
五
才
以
上

の
非
生
産
年
令
人
口
が
増
え
、
一
四
才

以
下
の
そ
れ
が
減
る
と
い
う
一
般
的
傾

向
の
な
か
で
、
本
県
の
場
合
は
、
生
産

　
そ
こ
で
さ
ら
に
、

す
よ
う
に
、
こ
の
年
令
層
の
な
か
で
も
一
五
－
三
四
才
の
低
年
令
層
は
、
対
全
国
比
で
平
均
二
・
四
％
低
い
の

に
対
し
て
、
三
五
－
六
四
才
の
高
年
令
層
は
平
均
一
・
六
％
高
く
な
っ
て
お
り
、
本
県
の
産
業
を
担
っ
て
い
る

　
年
令
人
口
比
の
相
対
的
低
下
と
人
口
構
成
の
総
体
的
老
令
化
と
い
う
こ
と
が
と
く
に

　
　
つ
よ
い
傾
向
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
〇
ー
四
〇
年
の
一
〇

　
年
聞
に
お
け
る
一
五
－
六
四
才
人
口
比
の
伸
び
は
、
全
国
平
均
の
わ
ず
か
四
割
に
と

　
ど
ま
る
の
に
対
し
、
一
方
、
六
五
才
以
上
人
口
比
の
伸
び
は
全
国
の
そ
れ
の
二
・
三

倍
に
も
な
っ
て
い
る
（
表
2
）
。

一
五
－
六
四
才
人
口
に
つ
ぎ
五
才
ク
ラ
ス
ご
と
の
構
成
比
で
み
て
み
る
と
（
表
3
）
の
示

（）は全国昭和40年　15－64才人口構成比（百分比）（表3）
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4

35

　
　
39

30
　
　
3
4

20　i　25
　　　　　1

1　1　1
　　　　　1

24　！　29

才
15
1
槍

6．7

（5．0）
　
）

7
　
　
0

7
　
　
e
U

　
（

　
）

ハ
0
　
　
9

8
　
　
ハ
0

　
（

　
）

2
　
　
3

Q
》
　
7

　
（

10．6

（8．9）

12．3

（11．2）

11．8

（12．4）

　　8．3　1　9。7
　　　　　　1
（13，6）1（12．5）

15．1

（16．2）

経済企画庁調査局編r地域経済要覧」1970年により作成

　　　　　　　　　　　　　一　6一



地域開発と地方自治←）（西岡）

生
産
年
令
層
の
な
か
で
も
と
く
に
老
令
化
の
全
般
的
進
行
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
一
四
才
以
下
人
口
比
が
全
国
平
均

を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
中
学
、
高
校
卒
の
県
外
流
出
が
い
か
に
激
し
い
か
を
物
語
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
o　

・
、
産
業
構
造
の
変
化

　
次
に
、
一
五
才
以
上
の
就
業
人
口
の
産
業
別
構
成
比
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化

が
み
ら
れ
る
か
。
二
五
ー
四
〇
年
の
一
五
年
間
に
お
け
る
変
化
を
全
国
お
よ
び

宮
崎
県
と
の
比
較
に
お
い
て
示
し
た
も
の
が
（
表
4
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ

ゆ
る
「
産
業
構
造
の
変
化
」
を
示
す
】
つ
の
指
標
た
り
う
る
も
の
と
す
れ
ば
、

こ
の
一
五
年
間
に
本
県
の
産
業
構
造
も
ま
た
か
な
り
高
度
化
し
た
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
県
だ
け
に
つ
い
て
み
た
場
合
で
あ
っ
て
、
全
国

と
の
対
比
で
み
た
と
き
、
な
お
依
然
と
し
て
か
な
り
の
立
ち
お
く
れ
が
み
ら
れ

る
こ
と
は
否
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
二
五
年
に
お
け
る
第
一
次
産
業
の
占

め
る
割
合
は
、
全
体
の
七
二
・
七
％
と
圧
倒
的
に
高
か
っ
た
も
の
が
、
四
〇
年

に
は
五
〇
・
六
％
と
低
く
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
第
二
次
、
第
三
次
産
業
の
占

め
る
割
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
八
・
九
↓
一
五
・
八
、
一
八
・
四
↓
三
三
・
六
％
と

相
当
高
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
国
全
体
と
し
て
の
産
業
構
造
の
高
度

化
に
比
べ
る
と
、
四
〇
年
現
在
に
お
い
て
な
お
、
国
全
体
の
半
ば
に
も
達
し
な

い
状
況
で
あ
り
、
こ
の
面
で
も
全
国
的
高
度
化
に
つ
い
て
ゆ
け
な
い
本
県
の
悩

み
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（百分比）産業別就業人口の構成比（表4）

403530昭　25

100，0

50．6
（44．4）

15。8

（18，2）

33。6

（37。4）

100．0

100．0100．0100．0総数（男）

60．4

（52．6）

12．1

（16．1）

27．5

（31．3）

100．0

67．8

（59．0）

　　8．4

（図．0）

72．7

（64．9）

　　8，9

（14．8）

第一次産業

第二次産業

（娼：1）1（ll：1）

マ00．o　l　100。0

第三次産業

24。732，841．148．3

32．0

43．4

本
県
（
カ
ツ
コ
内
は
宮
崎
県
〉

29．123．8

38．035．1

21．9

29，8

総数（％）

　｝
第一次産業

第二次産業

第三次産業

全
　
　
国

【国勢調査報告書（総理府統計局）より作成】
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説論

　
ハ
、
所
得
格
差
の
動
向

　
生
産
性
の
低
い
第
一
次
産
業
（
農
・
林
・
漁
業
）
従
事
者
の
構
成
比
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と

か
ら
、
県
内
生
産
所
得
の
低
位
性
は
免
が
れ
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
い
て
は
一
人

当
り
県
民
所
得
の
格
差
を
縮
め
え
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
（
表
5
）
は
、
昭
和
三
〇
1
四

五
年
に
お
け
る
一
人
当
り
県
民
所
得
の
推
移
を
、
全
国
を
一
〇
〇
と
す
る
各
地
域
と
の
対
比
に

お
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
所
得
格
差
の
是
正
ー
生
活
水
準
の
向
上
は
一
貫
し
た
県
政
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
所
期
の
成
果
を
あ
げ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
四
十
五
年
現
在
で
の
一
人
当
り
県
民
個
人
所
得
は
三
三
一
、
○
○
○
円
で
あ

っ
て
東
京
都
の
四
〇
％
、
愛
知
県
の
五
七
％
、
福
岡
県
の
六
六
％
に
と
ど
ま
り
、
島
根
県
（
三

七
八
、
○
○
○
）
、
宮
崎
県
（
三
八
六
、
○
○
○
）
よ
り
も
低
く
、
沖
縄
県
を
除
き
全
国
最
低

と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
指
標
に
よ
っ
て
み
て
も
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

が
、
本
県
の
後
進
性
を
規
定
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

件
と
し
て
、
台
風
や
豪
雨
等
自
然
災
害
の
頻
発
と
シ
ラ
ス
、
ボ
ラ
、

を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
政
府
は
三
六
年
農
業
基
本
法
を
制
定
し
て
、

め
て
き
た
が
、
そ
の
成
果
は
ほ
と
ん
ど
あ
が
っ
て
い
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

ー
ル
以
下
の
零
細
農
は
全
体
の
五
一
・
六
％
か
ら
四
八
．
四
％
と
三
．
二
％
減
り
、
一

る
。
し
か
し
、

（表5）　一人当り県民個人所得の地域差

4540351

00．0

64．8

42．7

11．0

97．3

72．7

74．6

00．0

65。9

56．9

09．3

95．5

74．8

72．6

00．0

61．7

59．3

22．3

96，2

78．8

71．5

昭30

00．0

61．7

57．8

図．2

02．8

82．3

70．1

国
島
京
知
岡
根
崎

　
児

全
鹿
東
愛
福
島
宮

　経済企画庁調査局編r地域経済要覧」1969年

　1974年による。
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産
業
構
造
に
お
け
る
第
一
次
産
業
と
く
に
農
業
の
比
重
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
業
の
発
展
を
大
き
く
制
約
し
て
い
る
自
然
的
条

　
　
コ
ラ
等
と
よ
ば
れ
る
火
山
噴
出
物
か
ら
成
る
劣
悪
土
壌
の
広
範
な
分
布
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
営
規
模
の
拡
大
、
農
地
の
集
団
化
等
を
骨
子
と
す
る
農
業
経
営
近
代
化
の
施
策
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
年
二
月
ー
四
一
年
二
一
月
の
七
年
間
に
○
・
五
ヘ
ク
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
が
一
・
九
％
だ
け
増
え
て
い

こ
れ
は
こ
の
期
間
に
三
万
五
千
戸
と
い
う
お
び
た
だ
し
い
離
農
が
あ
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
、
構
成
比
の
変
化
は
農
業
構
造
改
善



事
業
に
よ
る
規
模
の
拡
大
に
よ
る
も
の
と
は
断
定
し
が
た
い
。
か
く
て
、
本
県
の
農
家
経
営
規
模
は
四
一
年
現
在
で
、
一
戸
当
り
平
均
七
九
ア

ー
ル
と
全
国
平
均
（
北
海
道
沖
縄
県
を
除
く
）
の
九
四
ア
ー
ル
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
く
、
そ
の
数
は
壬
二
万
八
千
戸
に
の
ぼ
り
（
全
国
最
多
）
、

し
か
も
そ
の
九
二
・
四
％
は
年
六
〇
万
円
未
満
の
零
細
所
得
層
に
ぞ
く
す
る
（
鹿
児
島
県
の
現
状
と
間
題
点
ー
一
九
六
九
年
）
。

　
と
こ
ろ
で
他
方
、
農
業
構
造
に
お
け
る
こ
う
し
た
立
ち
遅
れ
と
農
家
所
得
水
準
の
低
さ
に
よ
っ
て
、
鹿
児
島
県
は
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
展

開
に
と
っ
て
は
、
ま
た
と
な
い
低
賃
銀
労
働
の
供
給
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
地
域
開
発
政
策
の
展
開
と
鹿
児
島
県
政
の
対
応

地域開発と地方自治O（西岡）

　
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
以
上
の
分
析
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
三
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
経
済
の
未
曽
有
の
高
度
成
長
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
県
で
は
な
お
産
業
構
造
の
立
ち
お
く
れ
が
目
立
ち
、
生
産
性
の
低
い
農
林
漁
業
従
事
者
が
全
国
平
均
に
比
べ
て
二
倍
以
上
も
多
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
〇
f
四
〇
年
の
一
〇
年
間
に
お
け
る
農
林
漁
業
従
事
者
の
占
め
る
構
成
比
の
推
移
を
み
て
み
る
と
、
減
少
率

に
お
い
て
は
全
国
平
均
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
も
の
の
所
得
格
差
は
縮
ま
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
ぎ
た
し
て
お
り
、
か
か
る
結
果
を
も
た
ら

り
・
こ
の
こ
と
は
な
に
ょ
り
も
本
県
産
業
が
日
本
経
済
の
高
度
成
長
に
つ
い
て
ゆ
け
た
か
っ
た
事
情
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
し

し
た
最
大
の
原
因
と
し
て
、
国
の
地
域
開
発
政
策
の
矛
盾
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
ほ
か
本
県
特
有
の
地
理
的
自
然
的
条
件
が
禍

し
た
こ
と
も
み
の
が
せ
な
い
。
か
く
て
、
県
民
の
所
得
水
準
は
全
国
一
低
い
も
の
と
な
り
、
人
口
と
く
に
若
年
労
働
力
の
県
外
流
出
を
促
進

し
、
い
わ
ゆ
る
過
疎
現
象
を
招
来
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
戦
後
県
政
の
推
移
を
主
と
し
て
地
域
開
発
政
策
の
展
開
を
中
心
に
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
戦
後
鹿
児
島
県
政
の
推
移
は
、
日
本
経
済
の
展
開
に
照
応
し
て
ほ
ぼ
こ
れ
を
三
期
に
分
け
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
る
。
第
一
期
は
、
戦
後
の
混

乱
期
を
経
て
収
拾
と
安
定
復
興
の
き
ざ
し
を
み
せ
る
二
〇
年
代
－
重
成
県
政
（
一
三
－
三
〇
年
）
の
時
期
で
あ
り
、
第
二
期
は
、
町
村
合
併
．
赤

字
再
建
を
経
て
目
本
経
済
の
高
度
成
長
に
と
も
な
い
本
県
も
ま
た
い
ち
じ
る
し
い
好
況
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
反
面
高
度
成
長
の
ひ
ず

一9一
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み
が
顕
在
化
し
、
人
口
流
出
、
過
疎
化
の
進
行
が
県
政
の
課
題
と
な
る
三
〇
年
代
－
寺
園
県
政
（
三
〇
ー
四
二
年
）
の
時
期
が
ほ
ぼ
こ
れ
に
当
た

る
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
第
三
期
は
、
日
本
経
済
の
国
際
化
に
対
応
し
て
、
新
た
な
発
展
に
備
え
る
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
な
さ
れ
つ
つ

あ
る
四
〇
年
代
－
金
丸
県
政
（
四
二
年
－
現
在
）
の
八
年
間
が
こ
れ
に
当
た
る
。

　
こ
こ
で
は
主
と
し
て
第
二
期
の
三
〇
年
代
（
寺
園
県
政
）
を
対
象
と
す
る
。
第
一
期
に
つ
い
て
は
第
二
期
の
展
開
と
関
連
の
あ
る
最
少
限
度

の
叙
述
に
と
ど
め
る
。
第
三
期
は
概
説
の
ほ
か
別
に
項
を
改
め
、
　
「
県
政
の
現
状
と
問
題
点
」
と
し
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
期
“
重
成
県
政
（
二
二
－
三
〇
年
）

　
最
後
の
官
選
知
事
重
成
格
が
、
地
元
の
有
力
候
補
床
次
徳
二
を
少
差
（
約
五
万
票
）
で
破
り
、
初
代
公
選
知
事
に
就
任
し
た
当
時
の
県
下
の

情
勢
は
、
食
糧
事
情
の
極
度
の
逼
迫
（
ア
ワ
、
ソ
バ
、
イ
モ
が
主
で
米
は
ご
く
わ
ず
か
の
配
給
量
は
一
日
一
人
当
た
り
米
換
算
で
O
・
三
八
リ
ッ
ト
ル
（
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
と

合
一
勺
）
、
そ
れ
も
月
一
〇
日
分
）
で
、
県
政
の
最
大
の
課
題
は
食
糧
の
供
出
、
確
保
で
あ
っ
た
。
占
領
軍
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
県
経
済
部
長

と
食
糧
課
長
が
福
岡
軍
政
部
に
呼
び
出
さ
れ
、
「
来
年
一
月
中
旬
ま
で
に
供
出
成
績
を
八
○
％
ま
で
に
で
ぎ
な
け
れ
ば
、
二
人
を
沖
縄
へ
や
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

重
労
働
を
課
す
る
」
と
、
た
ん
な
る
お
ど
し
で
な
く
言
い
渡
さ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
当
時
（
二
三
年
く
れ
）
の
情
勢
の
き
び
し
さ
を
物
語

っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
で
、
二
四
年
一
月
県
は
早
く
も
「
鹿
児
島
県
経
済
振
興
五
ヶ
年
計
画
」
を
策
定
し
、
所
得
格
差
の
縮
少
（
対
全
国
比
五

〇
％
を
七
五
％
へ
）
と
拡
大
再
生
産
に
必
要
な
最
少
限
度
の
資
本
蓄
積
を
目
標
と
し
た
県
政
の
指
針
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
自
体
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

庫
か
ら
財
源
を
引
き
出
す
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
県
財
政
に
こ
の
計
画
を
実
施
で
き
る
余
裕
は
全
く
な
か
っ
た
。
二
四

年
一
一
月
の
「
鹿
児
島
県
財
政
事
情
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
唯
国
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
た
事
務
を
行
な
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
有
様
」

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
財
政
事
情
は
と
く
に
本
県
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
に
共
通
し
た
現
象
と
い
え
よ
う
が
、
と

り
わ
け
産
業
基
盤
の
脆
弱
な
本
県
と
し
て
、
国
の
テ
コ
入
れ
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
一
方
、
国
の
地
域
開
発
政
策
は
、
ド
ッ
ジ
ラ
イ
ン
に
よ
る
日
本
経
済
の
自
立
化
と
国
際
社
会
へ
の
復
帰
を
機
と
し
て
、
昭
和
二
五
年
「
国
土
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総
合
開
発
法
」
の
制
定
を
み
る
に
お
よ
び
、
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
律
は
、
資
源
開
発
と
国
土
保
全
を
目
的
と
し

て
、
国
と
地
方
自
治
体
は
、
全
国
総
合
開
発
計
画
．
都
府
県
総
合
開
発
計
画
・
地
方
総
合
開
発
計
画
お
よ
び
特
定
地
域
総
合
開
発
計
画
を
そ
れ

ぞ
れ
策
定
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
特
定
地
域
総
合
開
発
と
い
う
の
は
、
後
進
地
域
に
つ
い
て
特
別
の
建
設
・
整
備
を
必
要
と

す
る
も
の
に
対
し
、
国
は
関
係
都
府
県
の
同
意
を
経
て
、
こ
れ
を
特
定
地
域
と
し
て
指
定
し
、
指
定
地
域
に
対
し
て
は
政
府
が
そ
の
地
域
の
総

合
開
発
計
画
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
確
保
。
補
助
金
の
交
付
等
の
財
政
援
助
を
行
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
さ
き
、
県
で
は
国
の
「
復
興
国
土
計
画
要
綱
」
に
も
と
づ
く
「
地
方
計
画
策
定
要
綱
案
」
に
示
さ
れ
た
大
隅
・
熊
毛
開
発
計
画
に

触
発
さ
れ
て
、
地
元
の
自
主
的
な
地
域
開
発
へ
の
気
運
が
か
な
り
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
県
で
は
二
二
年
】
月
大
隅
・
熊
毛
開
発
調
査
室
を

設
け
、
ま
た
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
調
査
会
を
し
て
研
究
に
当
ら
せ
る
な
ど
し
て
独
自
の
開
発
計
画
を
ま
と
め
国
に
提
出
し
た
。
一
方
、
宮
崎

県
の
日
向
地
域
は
本
県
の
大
隅
・
熊
毛
地
域
と
は
一
体
的
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
れ
と
併
せ
て
、
二
六
年
の
く
れ
国
土
総
合
開
発
法
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヰ
ロ

と
づ
く
、
南
九
州
特
定
地
域
の
指
定
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
所
得
格
差
縮
少
を
目
ざ
し
た
経
済
振
興
五
ケ
年
計
画
と
国
土
保
全
お
よ
び
資
源
開
発
を
目
的
と
し
た
特
定
地
域
開
発
計
画
の
成

果
に
つ
き
、
鹿
児
島
県
史
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
昭
和
二
八
年
度
ま
で
に
県
民
一
人
当
り
の
所
得
水
準
を
国
民
所
得
水
準
の
七
五
％
に
ま
で
引
上
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
経
済
振
興

五
ケ
年
計
画
は
、
昭
和
二
四
年
の
「
政
府
の
安
定
政
策
に
ょ
る
産
業
一
般
の
不
況
に
加
え
て
、
デ
ラ
台
風
を
は
じ
め
と
す
る
数
度
の
災
害
」
に

よ
り
「
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
た
め
、
農
業
生
産
な
ど
は
逆
に
低
下
す
る
結
果
と
な
り
、
生
産
の
実
績
は
こ
の
計
画
に
ょ
る
各
年
次
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
ロ

標
を
大
幅
に
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
」
。

　
一
方
、
南
九
州
特
定
地
域
総
合
開
発
計
画
に
つ
い
て
は
、
　
「
事
業
種
別
の
閣
議
決
定
事
業
費
と
実
績
お
よ
び
進
捗
状
態
を
み
る
と
、
著
し
く

高
い
の
は
造
林
・
道
路
・
港
湾
で
、
道
路
と
都
市
計
画
は
計
画
の
二
i
三
倍
と
な
っ
て
お
り
、
低
い
の
は
河
川
改
修
・
砂
防
・
治
山
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
計
画
が
実
情
（
特
殊
土
壌
そ
の
他
）
に
即
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
。
ま
た
農
業
基
盤
整
備
の
う
ち
開
拓
は
著
し
く
事
業
が
進
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行
し
た
が
・
土
地
改
良
が
著
し
く
低
い
の
は
笠
野
原
地
区
を
は
じ
め
と
す
る
地
区
が
、
受
益
者
の
反
対
な
ど
で
進
行
が
遅
れ
た
た
め
」
で
あ
っ

愁
、

　
笠
野
原
土
地
改
良
事
業
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
が
、
総
じ
て
い
え
ば
、
県
独
自
の
経
済
振
興
計
画
が
失
敗
に
終
っ
た
こ
と
は
ま
だ
し
も
と

し
て
・
国
の
指
定
事
業
と
し
て
国
庫
に
ょ
る
財
源
措
置
の
な
さ
れ
た
地
域
開
発
計
画
の
成
果
も
必
ず
し
も
満
足
す
べ
ぎ
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
か
た
や
重
成
県
政
末
期
の
県
財
政
は
、
ま
さ
に
破
産
寸
前
の
状
態
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
五
－
三
〇
年
に
お
け
る
県
の
実
質
赤
字
額
は
次
（
表
6
）

の
と
お
り
で
・
二
六
年
度
を
除
い
て
累
増
し
、
三
〇
年
度
に
は
つ
い
に
一
二
億
二
八
○
○
万
円
の
赤
字
を
計
上
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

（単位百万円）一般会計実質赤字額の推移

3029582726

（表6）

25年

1，2281，156858597182384

（鹿児島県史第5巻P、263）

第
二
期
目
寺
園
県
政
（
三
〇
ー
四
二
年
）

　
　
戦
後
鹿
児
島
県
政
史
に
お
け
る
寺
園
県
政
の
比
重
は
圧
倒
的
に
大
き
い
。
昭
和
二
二
年
三
月
県
経
済
部
長
と
し
て
九

　
州
地
方
行
政
事
務
局
行
政
第
一
部
長
よ
り
転
任
い
ら
い
、
寺
園
勝
志
は
重
成
県
政
下
に
あ
っ
て
よ
く
食
糧
難
の
危
機
を

　
切
り
抜
け
・
二
六
年
の
知
事
選
挙
で
副
知
事
保
岡
武
久
が
重
成
と
争
っ
て
破
れ
た
あ
と
副
知
事
と
し
て
、
と
か
く
県
議

　
会
幹
部
と
の
折
合
い
が
よ
く
な
か
っ
た
重
成
県
政
の
補
佐
役
を
つ
と
め
た
。
こ
う
し
た
実
績
も
あ
っ
て
、
寺
園
県
政
三

　
期
に
わ
た
る
政
治
基
盤
は
比
較
的
安
泰
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
三
〇
年
と
三
四
年
の
選
挙
で
は
共
産
党
候
補
に
楽

　
勝
、
三
八
年
は
無
投
票
当
選
で
あ
っ
た
。

　
　
寺
園
県
政
発
足
に
と
っ
て
当
面
の
課
題
は
赤
字
再
建
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
当
時
の
地
方
自
治
体
の
町
政
危
機
は
全

　
国
的
な
現
象
で
あ
り
、
二
九
年
度
に
お
け
る
赤
字
団
体
は
二
、
二
八
一
、
赤
字
総
額
は
六
四
八
億
円
に
の
ぼ
り
、
四
六

　
都
道
府
県
中
三
四
都
府
県
が
赤
字
を
出
し
て
い
た
。

　
　
政
府
は
か
か
る
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
三
〇
年
一
二
月
「
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
」
を
制
定
し
、
二
九

　
年
度
末
に
お
け
る
実
質
赤
字
団
体
に
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
赤
字
財
政
の
再
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建
を
行
な
お
う
と
す
る
地
方
自
治
体
は
、
自
治
庁
長
官
が
指
定
す
る
日
現
在
に
ょ
り
財
政
再
建
計
画
を
定
め
て
自
治
庁
長
官
に
申
し
出
・
そ
の

承
認
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
再
建
計
画
は
、
経
費
節
減
計
画
、
租
税
そ
の
他
徴
収
成
績
の
向
上
計
画
と
そ
の
実
施
要
領
、
租
税
そ

の
他
滞
納
整
理
計
画
と
そ
の
実
施
要
領
、
租
税
の
増
収
計
画
お
よ
び
才
入
才
出
の
年
次
総
合
計
画
と
地
方
債
の
年
次
償
還
額
そ
の
他
財
政
再
建

に
必
要
な
事
項
を
、
指
定
日
の
属
す
る
年
度
を
含
む
お
お
む
ね
向
う
七
年
度
以
内
に
才
入
才
出
の
バ
ラ
ン
ス
が
実
質
的
に
回
復
す
る
よ
う
に
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
が
、
赤
字
団
体
が
こ
う
し
た
枠
組
み
の
な
か
で
再
建
の
目
途
を
建
て
う
る
も
の
と
し
て
は
、
租
税
収
入

に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
経
費
節
減
な
か
ん
ず
く
定
員
削
減
に
よ
る
人
件
費
節
約
と
新
規
事
業
の
停
止
、
繰
延
べ
等
に
ょ

る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
地
方
自
治
体
の
機
能
の
縮
少
、
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
再
建
法
の
骨
子
も
ま

た
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
方
法
の
適
用
を
う
け
て
赤
字
再
建
団
体
と
な
っ
た
自
治
体
に
つ
い
て
は
、
二
九
年

度
に
お
け
る
赤
字
補
填
の
ほ
か
再
建
計
画
に
も
と
づ
く
退
職
職
員
の
手
当
に
充
て
る
た
め
と
く
に
地
方
債
（
財
政
再
建
債
）
を
発
行
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
、
国
は
そ
れ
ら
の
再
建
債
に
対
し
て
は
一
定
の
基
準
に
よ
り
利
子
補
給
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
県
で
は
再
建
法
施
行
以
前
に
も
す
で
に
あ
る
程
度
の
赤
字
解
消
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
革
新
団
体
の
抵
抗
を
排
除
し
て
強

行
さ
れ
た
一
連
の
経
費
節
減
方
策
も
累
積
す
る
赤
字
に
は
焼
石
に
水
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
三
一
年
県
議
会
の
議
を
経
て
「
再
建
団
体
」
と
し

て
本
法
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
県
で
は
、
二
九
年
度
の
赤
字
額
三
億
五
千
万
円
の
う
ち
九
億
円
を
再
建
債
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
他
方
そ
れ
と
引
き
換
え

に
行
政
機
構
の
縮
少
、
定
員
削
減
、
徴
税
の
強
化
、
税
率
の
引
上
げ
、
事
務
処
理
の
能
率
化
な
ど
き
び
し
い
合
理
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
三
『
年
度
の
当
初
予
算
を
審
議
す
る
ミ
月
定
例
県
議
会
が
、
再
建
法
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
し
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
再
建
法
は
、
赤
字
の
責
任
を
も
っ
ば
ら
地
方
自
治
体
に
転
嫁
し
、
財
政
再
建
の
名
の
も
と
に
不
当
に
地
方
自
治
に
干
渉
す
る
悪
例
を
の

こ
す
も
の
で
容
認
で
き
な
い
、
と
す
る
有
力
議
員
の
激
し
い
追
及
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
知
事
は
「
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
議
論
も
当
然
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
ロ

す
る
が
、
今
鹿
児
島
県
の
財
政
は
破
産
寸
前
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
。
こ
れ
を
ま
ず
立
ち
直
ら
せ
る
こ
と
が
先
決
」
と
し
て
再
建
法
適
用
の
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説論

や
む
を
え
な
い
ゆ
え
ん
を
熱
心
に
説
い
た
。
激
し
い
応
酬
の
末
、
三
月
一
六
日
再
建
法
適
用
は
可
決
さ
れ
た
。

　
再
建
法
適
用
に
当
っ
て
自
治
庁
は
、
投
資
的
経
費
を
実
績
の
七
割
に
押
え
る
こ
と
お
よ
び
県
民
税
を
一
律
に
二
割
程
度
引
き
上
げ
る
こ
と
の

二
つ
の
条
件
を
つ
け
た
。
知
事
は
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
。
自
治
庁
も
強
硬
で
、
そ
れ
を
呑
ま
な
け
れ
ば
認
可
し
な
い
と
い
う
と
、
知
事
も
い

さ
ぎ
よ
く
返
上
す
る
と
ま
で
言
い
切
っ
た
が
、
結
局
、
投
資
的
経
費
の
削
減
を
二
割
に
し
、
県
民
税
引
上
げ
の
代
り
に
不
動
産
取
得
税
と
自
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

車
税
を
上
げ
て
ほ
ぼ
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に
す
る
と
い
う
一
種
の
妥
協
で
認
可
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
か
く
て
、
県
は
前
述
の
よ
う
に
二
億
五
千
万
円
の
実
質
赤
字
額
の
う
ち
九
億
円
を
財
政
再
建
債
に
肩
代
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
反

面
向
う
一
〇
年
間
に
四
、
三
二
四
人
の
定
員
削
減
と
職
員
の
昇
給
延
伸
、
旅
費
五
％
、
食
糧
費
七
％
、
県
単
独
補
助
金
八
％
の
節
減
、
本
庁
機

構
の
縮
少
（
八
部
一
室
を
七
部
一
室
へ
）
な
ど
に
よ
り
極
度
の
経
費
節
減
を
は
か
る
と
同
時
に
、
不
動
産
取
得
税
二
％
、
自
動
車
税
五
％
の
引
上

げ
と
あ
わ
せ
て
徴
税
の
強
化
に
踏
み
き
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
諸
団
体
や
市
町
村
の
反
発
、
抵
抗
は
大
き
か
っ
た

が
、
知
事
は
こ
れ
に
耐
え
た
。
そ
う
し
て
、
計
画
実
施
の
初
年
度
で
あ
る
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

一
年
度
の
決
算
で
は
、
早
く
も
実
質
黒
字
一
億
二
千
万
円
を
計
上
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
予
想
外
の
結
果
を
う
ん
だ
原
因
に
つ
き
、
県
史
は

「
も
ち
ろ
ん
前
述
の
よ
う
な
経
費
節
減
措
置
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、

一
般
財
源
が
伸
び
た
こ
と
が
あ
づ
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
」
と
し
、
三
〇
年
を

転
機
と
す
る
国
民
経
済
の
急
速
な
成
長
に
と
も
な
い
、
本
県
も
ま
た
好
況
の

波
に
の
っ
て
き
た
当
時
の
情
勢
が
、
財
政
再
建
の
時
期
を
早
め
た
大
き
な
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

因
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
し
て
、
寺
園
県
政
は
重
大
な
財
政
危
機
を
の
り
こ

え
、
一
応
軌
道
に
の
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
次
表
（
表
7
）
で
み
る
よ

（表ア）赤字再建以後の県財政の推移
　　　　（一般会計）　　　（単位百万円）

　　　1一　　ぬ6再建＿債
　　　i実質収文1未償還兀金（A）一（B二
　　　1　（A）　1　（B）　1

△　780

ム　ア65

△　710

△　456

△　　15

　　　　768

　　　　792

　　　　627

　　　　762

　　　　906

　　　　975

　　　　185

900

019

924

805

677

384

91

78

65

50

35

18

120

254

214

349

662

152

883

705

827

956

010

203

31年

32

33

34

35

36

37

38

39

如
引
躯

自治省r地方財政統計年報」より作成
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地域開発と地方自治（一）（西岡）

う
に
、
財
政
再
建
債
の
未
償
還
元
金
額
を
考
慮
し
た
収
支
の
回
復
は
三
六
年
度
以
降
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
〇
年
代
の
前
半
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
の
数
年
間
は
、
日
本
経
済
が
い
わ
ゆ
る
驚
異
の
成
長
を
と
げ
た
時
期
で
、
こ
の

期
間
に
お
け
る
国
の
地
域
開
発
政
策
は
、
資
源
開
発
と
同
時
に
重
化
学
工
業
化
中
心
へ
移
行
し
た
こ
と
を
顕
著
な
特
色
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
期
（
昭
萎
丁
三
五
年
）
に
制
定
さ
れ
た
東
北
開
発
促
進
法
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
ブ
ロ
ッ
ク
別
開
発
促
進
法
は
、
い
ず
れ
も
「
そ
の
地

方
に
お
け
る
土
地
・
水
・
山
林
・
鉱
物
・
電
力
そ
の
他
の
資
源
の
総
合
的
開
発
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
る
」
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
も
と
づ
き
政
府
は
「
開
発
促
進
計
画
」
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
確
保
を
図
り
、
ま

た
国
の
財
政
の
許
す
範
囲
内
で
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
立
法
自
体
が

微
温
的
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
政
府
の
意
欲
的
な
姿
勢
も
み
ら
れ
な
い
状
況
の
も
と
で
、
関
係
行
政
機
関
、
主
と
し
て
各
県
が
た
て
た
事
業
計

画
は
、
ブ
p
ッ
ク
ご
と
に
あ
る
程
度
の
調
整
を
経
た
う
え
で
、
政
府
の
予
算
を
ひ
き
だ
す
た
め
の
陳
情
理
由
書
と
し
て
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
「
現
実
に
は
重
工
業
優
先
の
高
度
成
長
政
策
が
進
め
ら
れ
、
地
域
開
発
政
策
は
地
方
重
点
の
資
源
開
発
主
義
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
レ

ら
、
中
央
集
中
の
工
業
開
発
主
義
に
転
換
し
て
い
く
」
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
一
般
的
情
勢
の
な
か
で
、
寺
園
県
政
の
地
域
開
発
は
「
鹿
児
島
県
総
合
開
発
計
画
」
（
三
二
⊥
二
六
年
度
）
、
「
南
九
州
特
定
地
域

総
合
開
発
計
画
」
（
二
九
年
閣
議
決
定
）
お
よ
び
離
島
振
興
事
業
（
二
八
⊥
二
七
年
）
の
三
本
の
柱
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

　
ま
ず
、
県
総
合
開
発
計
画
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
O
産
業
の
総
合
的
育
成
、
⇔
経
済
活
動
基
盤
の
整
備
、
㊧
資
源
の
開
発
と
利
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
れ
ロ

高
度
化
、
㊨
災
害
防
除
と
国
土
保
全
等
の
公
共
的
施
設
と
投
資
活
動
を
総
合
的
な
関
連
の
も
と
で
推
進
」
す
る
こ
と
に
な
り
、
産
業
構
造
の
高

度
化
と
所
得
格
差
の
縮
少
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
県
自
体
の
計
画
目
標
か
ら
す
れ
ば
、
若
干
上
回
る
実
績
を
あ
げ
な
が

ら
も
、
日
本
経
済
の
い
ち
じ
る
し
い
高
成
長
と
産
業
構
造
の
高
度
化
に
比
す
れ
ば
、
そ
こ
に
な
お
顕
著
な
立
ち
お
く
れ
が
み
ら
れ
、
所
得
格
差

の
縮
少
も
ま
た
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
、
県
は
さ
ら
に
新
た
な
構
想
の
も
と
に
、
昭
和
三
五
年
二
一
月
「
鹿
児
島
県
経

済
振
興
計
画
」
を
ま
と
め
、
四
二
年
に
い
た
る
発
展
の
方
向
を
示
し
た
。
こ
れ
に
ょ
る
と
、
四
二
年
度
に
は
県
民
一
人
当
り
所
得
水
準
は
七
四
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説論

％
に
ま
で
達
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
後
さ
ら
に
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
三
九
年
三
月
の
修
正
計
画
で
は
七
〇
％
に
ま

で
手
直
し
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ち
が
い
に
こ
れ
を
県
開
発
政
策
の
失
敗
と
い
え
ば
酷
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
な
り
の
成
果
は
あ
っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
県
に
お
け
る
地
域
開
発
の
悲
願
と
も
い
う
べ
き
、
産
業
構
造
の
高
度
化
と
所
得
格
差
の
是
正
と

い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
な
お
目
標
達
成
ま
で
に
は
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
国
土
総
合
開
発
法
（
昭
二
五
）
に
ょ
れ
ば
、
　
「
資
源
の
開
発
が
充
分
に
行
わ
れ
て
居
な
い
地
域
、
特
に
災
害
の
防
除
を
必
要
と
す
る
地

域
」
等
で
特
別
の
建
設
・
整
備
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
こ
れ
を
「
特
定
地
域
」
と
し
て
指
定
し
た
う
え
、
　
「
総
合
開
発
計

画
」
を
策
定
し
、
そ
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
確
保
、
財
政
措
置
に
努
力
す
る
ほ
か
、
地
方
自
治
体
が
行
な
う
特
定
地
域
総
合
開
発
事
業
に
つ

い
て
特
別
の
財
政
援
助
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
本
県
大
隅
・
熊
毛
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
終
戦
後
間
も
な

く
、
国
の
国
土
復
興
計
画
と
も
呼
応
し
て
地
元
の
積
極
的
な
動
き
が
み
ら
れ
た
が
、
二
六
年
、
同
法
に
も
と
づ
き
、
宮
崎
県
日
南
地
区
と
併
せ

て
、
こ
の
地
区
は
南
九
州
特
定
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
指
定
対
象
地
域
は
、
本
県
分
と
し
て
は
、
大
隅
地
区
二
一
万
平
方
キ

・
、
熊
毛
地
区
（
離
島
）
九
万
平
方
キ
・
で
、
地
理
的
自
然
的
条
件
に
恵
ま
れ
ず
、
そ
の
後
進
性
が
目
立
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
地
区
の
人
口

密
度
も
一
平
方
キ
・
当
り
県
平
均
二
〇
二
・
七
人
（
四
〇
年
）
に
対
し
て
一
五
〇
・
六
人
と
稀
薄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
発
の
主
目
標
も
国

土
保
全
、
産
業
基
盤
整
備
、
資
源
開
発
の
三
つ
に
お
か
れ
た
。

　
こ
こ
で
は
と
く
に
、
開
発
計
画
の
中
心
と
も
い
う
べ
ぎ
資
源
開
発
1
な
か
ん
ず
く
笠
野
原
畑
地
灌
慨
事
業
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

地
域
開
発
と
地
方
自
治
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
困
難
な
問
題
と
教
訓
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
笠
野
原
畑
地
灌
概
事
業
の
対
象
と
な
っ
た
地
域
は
、
大
隅
半
島
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
鹿
屋
、
串
良
、
吾
平
、
高
山
に
わ
た
る
東
西
八
キ

胃
、
南
北
一
六
キ
・
約
六
、
○
○
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
台
地
で
、
全
面
シ
ラ
ス
に
お
お
わ
れ
た
劣
悪
な
土
壌
条
件
と
台
風
豪
雨
の
常
襲
が
農
業
の

振
興
を
妨
げ
て
ぎ
た
。
こ
の
台
地
に
水
を
ひ
ぎ
い
れ
る
計
画
は
古
く
藩
政
末
期
か
ら
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
実
現
す
る
に
い
た
ら
ず
、
大
正
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地域開発と地方自治←）（西岡）

末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
地
元
有
志
の
奮
起
に
よ
り
、
耕
地
整
理
組
合
が
結
成
さ
れ
、
上
水
道
の
敷
設
、
農
道
の
建
設
、
耕
地
の
区
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
む
レ

整
理
、
開
墾
な
ど
の
大
事
業
が
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
農
家
の
飲
料
水
の
確
保
に
と
ど
ま
り
、
農
業
生
産
の
発
展
と
直
結
す
る
畑
地

灌
概
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
は
、
当
時
と
し
て
は
農
民
の
抵
抗
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
至
難
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
戦
後
昭
和
二
二
年
、
食
糧
事
情
の
逼
迫
と
資
源
開
発
の
国
家
的
要
請
の
な
か
で
、
専
門
家
を
含
む
大
隅
．
熊
毛
開
発
調
査
会
が
組
織
さ
れ
、

そ
の
研
究
の
な
か
か
ら
高
隈
ダ
ム
を
建
設
し
、
そ
の
貯
水
を
ひ
い
て
笠
野
原
台
地
の
畑
地
を
灌
漸
す
る
構
想
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
二
四
年
に
は

九
大
教
授
に
ょ
る
大
が
か
り
な
地
盤
調
査
が
行
な
わ
れ
、
二
六
年
四
月
農
林
省
は
笠
野
原
畑
地
灌
瀧
事
業
と
し
て
高
隈
ダ
ム
の
本
格
的
調
査
を

開
始
し
た
。
そ
し
て
同
年
一
二
月
前
述
の
よ
う
に
国
土
総
合
開
発
法
に
も
と
づ
く
南
九
州
特
定
地
域
の
指
定
が
な
さ
れ
、
本
事
業
は
南
九
州
特

定
地
域
総
合
開
発
計
画
の
な
か
に
も
り
こ
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
事
業
は
地
元
農
民
の
激
し
い
反
対
運
動
を
ま
き
お
こ
し
、
た
め
に
難
航
を
き
わ
め
た
。
九
州
農
政
局
の
事
業
報
告
書
「
か

さ
の
は
ら
」
に
よ
れ
ば
、
二
八
年
六
月
串
良
地
区
畑
灌
反
対
委
員
会
・
高
隈
ダ
ム
対
策
委
員
会
の
発
足
い
ら
い
、
反
対
運
動
は
し
だ
い
に
力
を

増
し
、
大
会
・
デ
モ
・
町
長
リ
コ
ー
ル
ヘ
と
発
展
、
三
二
年
九
月
鹿
屋
市
畑
灌
反
対
同
盟
を
結
成
、
一
〇
月
に
は
鹿
屋
．
串
良
．
高
山
．
吾
平

の
一
市
三
町
畑
灌
反
対
同
盟
連
合
会
が
結
成
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
反
対
闘
争
は
笠
野
原
全
域
に
ひ
ろ
が
っ
た
。
三
三
年
反
対
同
盟
が
農
林
省

と
県
へ
提
出
し
た
反
対
陳
情
書
に
署
名
し
た
受
益
地
区
農
民
の
数
は
二
、
五
八
○
名
に
の
ぼ
り
、
翌
年
七
月
に
は
、
大
隅
開
発
促
進
大
会
へ
出

席
の
寺
園
知
事
を
反
対
派
が
包
囲
投
石
ー
武
装
警
官
出
動
と
い
う
事
態
へ
悪
化
し
た
。

　
一
方
、
こ
れ
と
並
行
し
て
推
進
派
の
組
織
化
と
活
動
も
活
発
化
し
た
。
こ
う
し
て
、
「
四
四
年
完
工
式
を
迎
え
る
迄
に
長
い
才
月
と
笠
野
原

台
地
を
二
分
し
た
激
し
い
推
進
と
反
対
の
闘
争
に
明
け
暮
れ
、
隣
保
・
婦
人
会
・
消
防
団
の
分
裂
、
串
良
町
の
町
政
マ
ヒ
」
す
ら
招
く
有
様
で

　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
レ

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
間
、
事
業
推
進
の
直
接
責
任
を
負
う
県
・
市
町
村
関
係
者
の
ね
ば
り
強
い
説
得
工
作
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
は
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

ろ
ん
で
あ
る
。
水
没
地
区
民
と
の
補
償
交
渉
に
あ
た
っ
た
塩
田
鹿
屋
市
助
役
の
次
の
一
文
は
当
時
の
模
様
を
よ
く
つ
た
え
て
い
る
。

　
　
　
「
あ
る
日
、
寺
園
知
事
、
永
田
市
長
、
北
田
串
良
町
長
（
故
人
）
が
同
道
で
乗
込
み
地
区
民
と
の
話
し
合
い
の
場
が
持
た
れ
た
。
と
こ
ろ
が
三
部
落
民
は
総
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出
で
、
ム
シ
醤
旗
を
押
し
立
て
て
柏
木
小
学
校
校
庭
に
集
り
デ
モ
を
は
じ
め
た
。
中
に
は
焼
酎
を
ひ
っ
か
け
て
い
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
の
で
気
勢
は
上
る
。

そ
の
勢
い
で
会
場
に
乗
り
込
ん
で
き
た
の
で
た
ま
ら
な
い
。
会
場
は
知
事
、
市
長
、
町
長
に
だ
け
椅
子
が
用
意
さ
れ
、
あ
と
は
板
の
間
に
坐
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
席
に
着
く
と
す
ぐ
”
俺
達
は
土
下
座
し
、
貴
様
ら
だ
け
椅
子
に
か
け
る
と
は
何
事
だ
”
と
罵
声
が
飛
ん
だ
。
」

　
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
経
過
を
へ
て
笠
野
原
農
業
水
利
事
業
計
画
は
、
最
後
ま
で
同
意
署
名
に
応
じ
な
か
っ
た
一
、
五
二
七
戸
の
受
益
地

区
農
家
（
三
一
・
七
％
）
を
除
ぎ
、
計
画
変
更
の
う
え
四
四
年
三
月
完
工
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
地
元
農
民
の
反
対
の
理
由
と
反
対
闘
争
を
支
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
何
で
あ
っ
た
か
。
水
没
地
区
民
と
の
補
償
交
渉
も
さ
ぎ
に
述

べ
た
よ
う
に
難
航
し
た
が
、
こ
れ
は
三
七
年
八
月
妥
結
し
て
い
る
の
で
省
き
、
つ
い
に
完
全
な
妥
結
を
み
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
受
益
地
区
民

に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
受
益
者
負
担
金
の
問
題
が
あ
っ
た
。
反
対
派
の
理
論
的
指
導
者
大
竹
山
氏
の
考
え
の
な
か
に
も
、
「
負
担
金
に
見
合
う
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
レ

の
効
果
が
で
て
く
る
か
疑
間
」
視
す
る
向
き
が
あ
り
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
反
対
派
の
人
た
ち
に
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
し
た
不
安
が
あ
っ
た
こ

と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
ダ
ム
建
設
費
を
除
く
総
事
業
費
二
九
億
一
、
五
〇
〇
万
円
の
う
ち
、
受
益
者
負
担
金
は
八
億
四
、
七
五
二
万
円
、
こ

れ
は
反
当
り
｛
七
、
四
八
五
円
と
な
っ
て
地
元
農
民
の
肩
に
直
接
か
か
っ
て
く
る
金
額
で
あ
る
。
イ
モ
と
ナ
タ
ネ
の
低
生
産
性
作
物
に
依
存
し

て
ぎ
た
農
民
に
と
っ
て
こ
れ
が
耐
え
が
た
い
負
担
と
し
て
う
け
と
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
住
民
不
在
の
計
画
策
定
と
地
元
農
民
の
保
守
性
向
で
あ
る
。
「
例
え
こ
の
事
業
が
実
現
し
て
も
笠
野
原
の
土
地
条
件
・
立
地
条

件
か
ら
み
て
、
そ
菜
．
果
樹
園
芸
地
帯
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
に
ち
か
い
。
し
た
が
っ
て
陸
稲
・
カ
ン
シ
ョ
・
ナ
タ
ネ
と
い
っ
た
い
ま
の
作
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
り

は
簡
単
に
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
大
竹
山
氏
は
い
う
。
大
竹
山
氏
の
そ
う
し
た
発
言
の
裏
に
は
、
地
域
の
形
状
を
一
変
さ
せ
る
よ
う

な
事
業
の
計
画
を
、
事
前
に
｝
言
の
相
談
も
な
し
に
一
方
的
に
決
め
て
押
し
つ
け
る
の
は
言
語
道
断
と
い
う
つ
よ
い
反
情
が
よ
み
と
れ
る
。
そ

う
し
た
反
情
は
、
笠
野
原
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
く
、
近
代
化
の
過
程
に
あ
る
日
本
の
農
村
で
は
多
か
れ
少
な
か
れ
一
般
に
み
ら
れ
る
傾
向
と

い
え
よ
う
が
、
そ
れ
が
受
益
者
負
担
の
重
み
と
も
絡
ん
で
地
元
民
の
結
束
を
い
っ
そ
う
つ
よ
め
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
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地域開発と地方自治O（西岡）

　
第
三
に
、
し
か
し
な
に
に
も
ま
し
て
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
議
会
機
能
の
停
滞
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
地
元
農
民
の
意
識
が
保
守

的
で
あ
り
、
現
状
変
更
に
対
す
る
抵
抗
が
つ
よ
け
れ
ば
つ
よ
い
ほ
ど
、
開
発
の
側
に
立
つ
行
政
庁
と
の
距
離
が
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
の
は
必

然
だ
が
、
そ
の
距
離
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
て
、
開
発
の
効
能
を
口
説
く
こ
と
は
ほ
ん
ら
い
無
理
で
あ
り
、
そ
の
間
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
必
要

で
あ
る
。
議
会
は
そ
の
た
め
の
設
定
で
あ
り
、
議
会
活
動
は
そ
の
た
め
の
機
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
十
五
年
以
上
に
お
よ
ぶ
反
対
闘
争
の
な
か

で
、
地
元
農
民
の
基
本
的
要
求
を
吸
い
上
げ
、
こ
れ
を
掲
げ
て
行
政
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
地
方
自
治
の
本
来
的
機
能
は
、
ほ
と
ん
ど
停
滞
し

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
む
し
ろ
地
方
議
会
は
、
国
↓
県
↓
市
町
と
系
列
化
さ
れ
た
執
行
体
制
の
一
翼
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

に
ょ
り
、
地
元
農
民
と
の
溝
を
ま
す
ま
す
深
め
る
結
果
と
す
ら
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
正
常
な
パ
イ
プ
ラ
イ
ソ
を
も
た
な
い
地
元

農
民
の
蓄
積
さ
れ
た
不
満
、
要
求
は
、
地
元
有
力
者
の
か
な
ら
ず
し
も
民
主
的
で
な
い
指
導
下
に
そ
の
は
け
口
を
見
出
す
こ
と
と
な
り
、
し
ば

し
ば
一
擾
的
な
形
と
な
っ
て
発
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
進
地
域
に
お
け
る
地
域
開
発
と
地
方
自
治
を
め
ぐ
る
間
題
状
況
の
な
か
に
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
伏
在
す
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

第
三
期
瓢
金
丸
県
政
（
四
二
年
－
現
在
）

　
寺
園
県
政
の
後
半
は
、
高
度
成
長
を
と
げ
た
日
本
経
済
が
よ
う
や
く
景
気
の
か
げ
り
を
み
せ
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
高
い
投
資
水
準
を
つ
づ

け
、
つ
い
に
四
〇
年
に
か
け
て
の
不
況
を
招
く
時
期
で
、
三
七
年
の
全
国
総
合
開
発
計
画
に
も
と
づ
く
拠
点
開
発
政
策
の
失
敗
か
ら
ま
す
ま
す

太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
へ
の
人
口
集
中
を
結
果
し
、
巨
大
過
密
都
市
化
と
他
方
後
進
地
域
に
お
け
る
「
過
疎
間
題
」
が
顕
在
化
す
る
に
い
た
っ
た

こ
と
を
特
色
と
す
る
。

　
四
二
年
、
寺
園
県
政
の
あ
と
を
う
け
て
、
自
治
事
務
次
官
か
ら
自
民
党
公
認
候
補
と
し
て
、
革
新
系
候
補
と
あ
ら
そ
い
、
約
四
〇
万
票
の
大

差
を
つ
け
て
、
三
代
目
の
県
政
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
金
丸
知
事
に
と
っ
て
、
最
大
の
課
題
は
、
高
度
成
長
の
ひ
ず
み
是
正
に
終
始
し
た

こ
れ
ま
で
の
消
極
的
停
滞
ム
ー
ド
を
打
破
し
、
い
か
に
し
て
県
政
に
新
風
を
ま
ぎ
お
こ
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
て
打
ち
出
さ
れ
た

構
想
が
、
四
三
年
一
〇
月
の
い
わ
ゆ
る
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
コ
一
〇
年
後
の
か
ご
し
ま
」
お
よ
び
こ
れ
に
も
と
づ
く
四
四
年
六
月
の
「
第
一
次
県
勢
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発
展
計
画
」
で
あ
っ
た
。

　
後
者
は
前
者
の
実
施
要
領
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
四
四
－
四
八
年
の
五
年
間
に
県
民
所
得
は
年
率
九
．
七
％
で
伸

び
、
県
民
一
人
当
た
り
年
所
得
は
一
〇
・
九
％
で
伸
び
て
五
年
後
に
は
三
五
万
九
、
○
○
○
円
に
な
る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
、
そ
の
た
め
に
発

展
基
盤
の
整
備
、
特
性
を
生
か
し
た
産
業
の
開
発
、
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
建
設
、
教
育
の
振
興
と
青
少
年
の
健
全
育
成
と
い
っ
た
四
つ
の
柱

を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
実
施
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
発
展
基
盤
整
備
に
つ
い
て
は
、
九
州
縦
貫
自
動
車
道

の
完
成
推
進
、
国
・
県
・
市
町
村
道
の
整
備
、
国
鉄
鹿
児
島
・
日
豊
両
線
の
電
化
、
鹿
児
島
・
志
布
志
・
川
内
三
重
要
港
湾
の
拡
充
整
備
、
十

三
塚
原
新
空
港
の
開
設
と
離
島
空
路
の
整
備
、
水
産
資
源
開
発
調
査
な
ど
、
ま
た
特
性
を
生
か
し
た
産
業
開
発
と
し
て
は
、
笠
野
原
．
出
水
平

野
・
南
薩
の
国
営
三
地
区
の
畑
地
灌
概
、
圃
場
、
農
道
整
備
、
暖
地
園
芸
、
畜
産
の
大
型
化
の
ほ
か
農
業
経
営
規
模
の
拡
大
．
近
代
化
、
鹿
児

島
・
志
布
志
・
川
内
各
臨
海
工
業
地
帯
の
形
成
な
ど
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
過
疎
問
題
」
に
つ
き
「
県
勢
発
展
計
画
」
を
紹
介
し
た

特
集
記
事
（
四
四
・
六
二
三
南
目
本
新
聞
「
県
勢
の
ひ
ろ
ば
」
）
の
な
か
で
、
県
は
「
過
疎
現
象
の
浸
透
な
ど
人
口
減
少
に
伴
う
農
山
漁
村
の
変

容
に
対
し
て
は
、
農
林
水
産
業
の
構
造
変
革
、
生
活
の
都
市
化
に
即
応
し
た
新
し
い
地
域
社
会
へ
の
再
編
成
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
、
積
極
的
に
広
域
生
活
圏
の
構
想
を
県
民
の
前
に
提
示
し
た
。

　
一
方
政
府
は
、
四
〇
年
代
に
は
い
っ
て
、
本
格
的
な
国
際
化
の
要
請
に
即
応
す
る
産
業
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
三
七
年
の
全
国
総
合
開
発

計
画
に
も
と
づ
く
拠
点
開
発
方
式
の
反
省
の
う
え
に
立
っ
て
、
新
た
な
構
想
の
も
と
に
四
四
年
新
全
国
総
合
開
発
計
画
（
瓢
全
総
と
略
称
す
る
）

を
策
定
そ
の
要
旨
を
公
表
し
た
。
金
丸
県
政
の
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
お
よ
び
第
一
次
県
勢
発
展
計
画
は
、
こ
の
新
全
総
構
想
の
先
行
取
得
と
も
み
ら

れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
全
総
は
計
画
の
主
要
課
題
と
し
て
、
「
情
報
化
、
高
速
化
と
い
う
新
た
な
観
点
か
ら
国
土
利
用
の
抜

本
的
再
編
成
を
図
り
、
全
国
土
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
に
、
中
枢
管
理
機
能
の
集
積
と
物
的
流
通
の
機
構
を
広
域
的
に
体
系
化
す
る
新
し
い

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
す
る
」
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
「
首
都
東
京
を
は
じ
め
、
中
枢
管
理
機
能
の
大
集
積
地
で
あ
る
札
幌
、
仙
台
、
名
古

屋
、
大
阪
、
広
島
お
よ
び
福
岡
を
結
び
な
が
ら
、
全
国
の
地
方
中
核
都
市
と
連
結
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
都
市
の
一
次
圏
内
の
サ
ブ
ネ
ッ
ト
ワ
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ー
ク
を
介
し
て
・
目
本
列
島
の
全
域
に
そ
の
効
果
を
及
ぼ
す
よ
う
に
新
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
こ
の
新
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
建
設

に
当
た
っ
て
は
・
デ
ー
タ
通
信
、
ジ
ェ
ッ
ト
航
空
機
、
新
幹
線
鉄
道
、
高
速
道
路
、
高
速
コ
ン
テ
ナ
船
等
璽
目
同
塵
凶
同
能
の
技
術
を
駆
使
し
て
、

既
存
の
中
枢
管
理
機
能
の
集
積
を
結
び
な
が
ら
開
発
可
能
性
を
全
国
土
に
拡
大
す
る
よ
う
に
進
め
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け

て
、
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
も
「
県
勢
発
展
の
基
盤
と
な
る
交
通
通
信
網
の
整
備
」
を
う
た
い
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
第
一
次
県
勢
発
展
計
画
に
お
い

て
・
九
州
縦
貫
自
動
車
道
な
ど
基
幹
交
通
施
設
の
建
設
・
整
備
が
急
が
れ
て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
金
丸
県
政
下
に
お
け
る
こ
う
し
た
地
域
開
発
政
策
の
展
開
を
い
く
つ
か
の
間
題
に
し
ぼ
っ
て
地
方
自
治
の
観
点
か
ら
検
討

し
て
み
た
い
。

注
（
ー
）
昭
和
四
四
・
一
〇
二
三
、
南
目
本
新
聞
「
戦
後
の
鹿
児
島
県
政
」

　
　
（
2
）
昭
和
四
四
・
一
〇
・
二
七
、
同
上

　
　
（
3
）
昭
和
四
四
・
一
一
・
四
、
同
上

　
　
（
4
）
鹿
児
島
県
史
　
第
五
巻
　
四
〇
八
頁

　
　
（
5
）
同
上
四
〇
一
頁

（
6
）
同
上
　
四
一
五
頁

（
7
）
昭
和
四
四
・
一
二
・
三
〇
、
南
日
本
新
聞
「
戦
後
の
鹿
児
島
県
政
」

（
8
）
同
　
上

（
9
）
鹿
児
島
県
史
　
第
五
巻
　
二
八
二
－
三
頁

（
10
）
大
内
兵
衛
監
修
「
地
域
と
産
業
」
二
四
四
頁

（
1
1
）
鹿
児
島
県
史
第
五
巻
四
〇
二
頁

（
12
）
九
州
農
政
局
笠
野
原
農
業
水
利
事
業
所
「
か
さ
の
は
ら
」
二
八
頁

（
1
3
）
同
上
　
二
九
頁
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説

（
橘
）
同
上

（
椙
）
同
上

（
総
）
同
上

二
ー
三
頁

三
一
頁
「
反
対
派
の
意
見
」
及
び
昭
和
四
五
・

一
三
頁
「
反
対
派
の
意
見
」

一
・
二
〇
、
南
日
本
新
聞
「
戦
後
の
鹿
児
島
県
政
」

論
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