


も
う
一
つ
の
自
治
体
の
未
来
へ

　

こ
の
本
は
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
社
会
や
自
治
体
は
ど
ん
な
ふ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
た
め
に
今
、

何
を
準
備
し
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
本
で
す
。
つ
ま
り
自
治
体
の
未
来
に
つ
い

て
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
す
。

　

２
０
１
８
年
７
月
、
総
務
省
に
置
か
れ
た
自
治
体
戦
略
２
０
４
０
構
想
研
究
会
が
第
二
次
報
告
を
公
表

し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
﹁
個
々
の
市
町
村
が
行
政
の
フ
ル
セ
ッ
ト
主
義
と
他
の
市
町
村
と
の
勝
者
な
き
競

争
か
ら
脱
却
﹂
す
る
べ
し
と
書
か
れ
て
い
る
。
至
言
で
す
。﹁
そ
の
と
お
り
！
﹂
と
大
向
こ
う
か
ら
掛
け
声

を
上
げ
た
く
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
後
が
い
け
な
い
。
ま
た
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
そ
う
と
し
て
い
る
。﹁
圏
域
単
位
で
の
行

政
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
﹂と
い
う
戦
略
は
、
近
年
で
言
え
ば﹁
定
住
自
立
圏
﹂﹁
連
携
中
枢
都
市
圏
﹂な
ど
、

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
、
失
敗
し
て
き
た
こ
と
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
市
町
村
に
﹁
行
政
の
フ
ル
セ
ッ
ト
主
義
﹂
を
求
め
て
進
め
ら
れ
た
の
が
国

策
と
し
て
の
市
町
村
合
併
で
あ
り
、﹁
勝
者
な
き
競
争
﹂を
強
い
て
き
た
の
が
国
策
と
し
て
の﹁
地
方
創
生
﹂
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で
し
た
。
そ
の
結
果
生
じ
て
い
る
の
が
、
い
び
つ
な
都
市
構
造
と
豊
か
さ
を
実
感
で
き
な
い
地
域
社
会
や

市
民
生
活
で
す
。

　

本
書
で
は
、
厳
し
い
環
境
な
が
ら
も
自
治
体
や
地
域
社
会
に
は
未
来
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
研
究
会
報
告
書
と
似
た
よ
う
な
デ
ー
タ
を
使
い
、
似
た
よ
う
な
分
析
を
行
い
な
が
ら
、
も

う
一
つ
の
自
治
体
の
未
来
を
展
望
し
ま
す
。

　

本
書
で
提
示
す
る
自
治
体
の
使
命
︵
ミ
ッ
シ
ョ
ン
︶
は
、﹁
今
日
と
同
じ
よ
う
に
明
日
も
暮
ら
し
続
け
ら

れ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
市
民
に
保
障
す
る
こ
と
で
す
。
一
見
す
る
と
保
守
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
激
変
す
る
環
境
で
こ
の
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
よ
ほ
ど
の
構
想
力
と
創
造
性
が
必
要
で
す
。

一
方
的
に
上
か
ら
法
律
や
制
度
を
か
ぶ
せ
れ
ば
解
決
が
つ
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
邪
魔
に
な
る
だ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
確
信
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
奮
闘
し
て
い
る
役
所
や
そ
の
職
員
、

市
民
た
ち
の
活
動
を
見
聞
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
一
冊
が
そ
う
い
う
み
な
さ
ん
の
手
に
届
く
こ
と
を

祈
っ
て
い
ま
す
。

　
今
井
照
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も
う
一
つ
の
自
治
体
の
未
来
へ

地 域 社 会 の 未 来
— 空想からリアルへ —

関
係
人
口

地
域
と
つ
な
が
る

機
会
と
し
く
み
を
つ
く
る

28

地
域
運
営
組
織

そ
の
可
能
性
と
自
治
体
の「
覚
悟
」

32

農
山
漁
村

未
来
を
描
く
た
め
に
必
要
な
備
え
を
！ 

23

地
方
都
市

増
加
す
る｢

都
市
の
ス
ポ
ン
ジ
化
」を

ど
う
防
ぐ
か
？

18

大
都
市

首
都
圏
で
地
域
再
編
が
起
き
て
い
る
！ 

16

人
口
問
題

｢

東
京
へ
行
く
な
」と
言
っ
て
も

人
口
減
少
は
止
ま
ら
な
い
！ 

12

PA R T
 1

3

C O N T E N T S
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PA R T
 2

57 51 46 42 38

原
発
事
故
の
教
訓

実
効
性
の
あ
る

業
務
継
続
計
画
を
策
定
す
る

防
災

被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る

｢

減
災
」に
取
り
組
む

貧
困

｢

現
代
の
貧
困
」を
考
え
る

少
子
化

こ
れ
か
ら
描
く
べ
き
、

包
括
的
な
子
育
て
の
未
来

高
齢
化

高
齢
者
も
減
少
し
始
め
る

時
代
が
や
っ
て
く
る
！

地 域 政 策 の 未 来
— 成長幻想から生活の質へ —
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PA R T
 3

窓
口
業
務

自
治
体
職
員
以
外
が

｢

公
権
力
」を
行
使
す
る
時
代
へ
！

95

ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ

｢
公
務
員
」の
範
囲
が

小
さ
く
な
る
時
代
が
や
っ
て
く
る
!?

90

非
正
規
職
員

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
で

問
題
の
本
質
は
解
決
し
な
い
！

83

執
行
体
制

自
治
体
の
仕
事
は
、

社
会
的
分
業
が
進
む
！

79

人
事
評
価

職
員
が
活
躍
で
き
る

チ
ャ
ン
ス
を
見
出
す
評
価
を
！

75

自
治
体
職
員

増
え
る
業
務
量
を
誰
が
担
う
の
か
？

68

C O N T E N T S

自 治 体 行 政 の 未 来
— 公務活動から社会起業へ —
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PA R T
 4

111 108 105 100

ふ
る
さ
と
納
税

自
治
体
間
連
携

連
携
・
補
完

財
政

可
能
性･

工
夫
の
余
地
は

ま
だ
ま
だ
あ
る
！

上
下
関
係
を
生
む

｢

統
制
」の
要
素
に
注
意
せ
よ
！

自
治
体
を
取
り
巻
く
3
つ
の
ベ
ク
ト
ル

縮
小
社
会
の
財
政
見
通
し

自 治 体 財 政 の 未 来
— ビルドからメンテナンスへ —
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PA R T
 5

都
道
府
県
の
未
来

補
完
機
能
の
発
揮
こ
そ
が

存
在
理
由
と
な
る
！

139

自
治
体
政
治
の

魅
力

ま
ち
づ
く
り
と
議
会
を
つ
な
ぐ

128

議
会
の
未
来

議
員
の
な
り
手
不
足
を

ど
う
解
消
す
る
か
？

120

政
策
立
案

政
策
は
、
未
来
を

予
測
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
！

116

自 治 体 の 未 来 構 想
— 行政から政治へ —

C O N T E N T S
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楽
観
主
義
で
も
悲
観
主
義
で
も
な
く

180

圏
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
不
可
能
性

｢

勝
者
な
き
競
争
」に

駆
り
立
て
た
の
は
誰
か
？

171

標
準
化･

共
通
化
へ
の
誘
惑

多
様
で
あ
る
こ
と
が
問
題
で
は
な
い
！

165

Ａ
Ｉ

人
口
知
能
は
自
治
体
に

何
を
も
た
ら
す
か
？

160

２
０
４
0
構
想

も
う
一
つ
の
未
来
構
想
を
描
く

155

計
画
に
よ
る
統
制

国
は｢

計
画
の
イ
ン
フ
レ
」で

自
治
体
を
振
り
回
す
な
！

148

統
治

自
治
体
の
自
立
性･

自
律
性

146

PA R T
 6

自 治 の ゆ く え
— 標準化から多様性へ —
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地 域 社 会 の
未 来
空 想 からリアル へ



人口問題

「
東
京
へ
行
く
な
」と
言
っ
て
も 

人
口
減
少
は
止
ま
ら
な
い
！

扇
動
に
惑
わ
さ
れ
な
い

　

今
後
、
日
本
の
人
口
が
減
少
す
る
。
こ
の
こ
と
は
抗
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
実
で
す
。

　
︻
図
表
１
︱
１
︼
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
人
口
の
推
移
と
こ
れ
か
ら
の
将
来
推
計
を
合
体
さ
せ
た
も

の
で
す
。
確
か
に
２
０
０
８
年
を
ピ
ー
ク
に
日
本
の
人
口
は
減
少
し
始
め
て
い
ま
す
。

　

仮
に
、
少
子
化
対
策
が
功
を
奏
し
て
、
明
日
か
ら
突
然
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
始
め
て
も
、
こ
の

流
れ
を
変
え
る
に
は
二
世
代
か
ら
三
世
代
の
期
間
が
必
要
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
間
、
人
口

減
少
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
口
減
少
は
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
条
件
で
す
。
だ
か
ら
、
私
た

ち
が
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
人
口
減
少
が
進
ん
で
も
み
ん
な
が
地
域
で
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う

な
し
く
み
を
整
え
る
こ
と
で
す
。
も
う
一
度
︻
図
表
１
︱
１
︼
を
見
て
く
だ
さ
い
。
明
日
、
急
に
人
口
が

減
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
だ
ま
だ
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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現
在
の
人
口
減
少
は
、
自
然
減
に

原
因
が
あ
る

　

人
口
減
少
が
進
ん
で
も
、
み
ん
な
が
地
域
で
暮

ら
し
て
い
け
る
よ
う
な
し
く
み
を
考
え
る
た
め

に
、
ま
ず
人
口
減
少
の
要
因
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理

し
ま
す
。

　

最
新
の
人
口
推
計
で
は
、
秋
田
県
の
人
口
減
少

が
著
し
い
と
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず

秋
田
県
を
事
例
に
取
り
上
げ
ま
す
。
秋
田
県
が
特

別
な
事
例
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
将
来
的
に
ど

の
都
道
府
県
も
ほ
ぼ
秋
田
県
と
同
じ
動
き
に
な
る

か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
全
国
の
先
進
事
例

と
言
え
ま
す
。

　
︻
図
表
１
︱
２
︼
は
、
秋
田
県
の
人
口
推
移
を

〔注〕各年 10 月 1 日現在。1945 ～ 1970 年は沖縄県を除く。
〔出所〕総務省統計局「日本統計年鑑」各年版、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

から筆者作成

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

1921
1929
1937
1945
1953
1961
1969
1977
1985
1993
2001
2009
2017
2025
2033
2041
2049
2057
2065

（単位：1,000人）

図表 1–1／日本の総人口の推移 （1921 ～ 2065年）
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自
然
増
減
と
社
会
増
減
に
分
け
て
み

た
も
の
で
す
。
自
然
増
減
と
は
、
出

生
者
数
と
死
亡
者
数
と
の
差
で
、
社

会
増
減
と
は
、
転
出
者
数
と
転
入
者

数
の
差
で
す
。
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と

は
、
秋
田
県
で
は
１
９
５
０
年
代
後

半
か
ら
人
口
減
少
が
起
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
70
年
代
後
半
に
一

時
的
に
人
口
増
が
見
ら
れ
ま
す
が
、

秋
田
県
に
と
っ
て
人
口
減
少
は
昨
日

や
今
日
の
新
し
い
現
象
で
は
な
い
。

秋
田
県
内
の
自
治
体
は
ず
っ
と
こ
の

問
題
に
立
ち
向
か
っ
て
き
た
の
で

す
。
実
は
、秋
田
県
だ
け
で
は
な
く
、

多
く
の
県
が
80
年
代
や
90
年
代
か
ら

人
口
が
減
少
し
続
け
て
い
る
。

自然増減社会増減

1950 ～ 55

1955 ～ 60

1960 ～ 65

1965 ～ 70

1970 ～ 75

1975 ～ 80

1980 ～ 85

1985 ～ 90

1990 ～ 95

1995 ～ 00

2000 ～ 05

2005 ～ 10

2010 ～ 15

0-150,000 -100,000 -50,000 50,000 100,000 150,000

図表 1 - 2／秋田県人口の社会増減・自然増減の推移

〔出所〕総務省統計局「国勢調査」から筆者作成

（人）

14



　

次
に
こ
の
図
か
ら
わ
か
る
の
は
、
90
年
代
か
ら
自
然
減
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
秋
田
県

か
ら
転
出
し
て
い
く
人
た
ち
を
自
然
増
、
つ
ま
り
新
し
く
生
ま
れ
て
く
る
人
た
ち
が
補
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
、
90
年
代
か
ら
自
然
減
が
始
ま
っ
た
の
で
、
人
口
減
少
が
さ
ら
に
進
ん
だ
の
で
す
。

　

多
く
の
人
た
ち
が
こ
こ
を
見
誤
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
人
口
減
少
は
秋
田
県
か
ら
東
京
圏
な
ど
に
転
出
す

る
人
た
ち
が
多
い
と
い
う
よ
り
は
、
自
然
減
に
主
因
が
あ
る
の
で
す
。

　

だ
か
ら﹁
東
京
へ
行
く
な
﹂﹁
東
京
に
来
る
な
﹂と
い
う
政
策
を
打
っ
て
も
人
口
減
少
は
止
ま
ら
な
い
。
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大都市

首
都
圏
で
地
域
再
編
が
起
き
て
い
る
！

「
東
京
一
極
集
中
」
の
勘
違
い

　

地
域
の
人
口
減
少
の
主
因
が
自
然
減
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
﹁
東
京
へ
行
く
な
﹂﹁
東

京
に
来
る
な
﹂と
い
っ
た
政
策
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
文
部
科
学
省
は
２
０
１
７
年
９
月
29
日
、
東
京
23
区
に
お
け
る
大
学
の
新
設
や
定
員
増
を

今
後
２
年
間
認
め
な
い
と
い
う
告
示
を
出
し
ま
し
た
。
全
国
知
事
会
長
ら
が
出
し
た
緊
急
声
明
や
そ
の
直

前
の
閣
議
決
定
に
基
づ
く
措
置
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
京
都
の
知
事
や
議
会
は
猛
反
発
し
、
規
制
緩

和
論
者
た
ち
は﹁
保
護
主
義
﹂だ
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、私
か
ら
見
れ
ば
ど
ち
ら
も
ず
れ
て
い
ま
す
。

人
口
減
少
の
主
因
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
議
論
が
出
て
く
る
の
か
は
想
像
で
き
ま
す
。
首
都
圏
の
中
心
部
は
、
今
も

な
お
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
や
高
層
の
業
務
ビ
ル
が
次
々
と
建
設
さ
れ
る
な
ど
、
再
開
発
が
進
ん
で
い
る
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か
ら
で
す
。
こ
の
光
景
だ
け
を
見
れ
ば
、
人
口
減
少

社
会
な
ど
、
ど
こ
の
世
界
の
話
か
と
思
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
主

と
し
て
首
都
圏
内
部
で
の
地
域
再
編
成
な
の
で
す
。

︻
図
表
１
︱
３
︼
の
と
お
り
、
東
京
23
　

区
に
転
入
し

て
く
る
の
は
、
過
半
が
南
関
東
か
ら
で
す
。

　

そ
の
反
動
と
し
て
、
首
都
圏
郊
外
に
空
き
家
、
空

き
地
が
生
じ
て
い
る
。
一
方
、
か
つ
て
首
都
圏
郊
外

に
住
宅
を
取
得
し
た
人
た
ち
が
定
年
後
も
住
み
続
け

て
い
る
の
で
、
首
都
圏
郊
外
の
高
齢
化
が
急
速
に
進

み
ま
す
。
こ
れ
が
﹁
都
市
の
ス
ポ
ン
ジ
化
﹂
と
呼
ば

れ
る
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

〔出所〕総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報 2017 年』から筆者作成

図表 1 - 3／東京 23区への転入超過数
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増
加
す
る「
都
市
の
ス
ポ
ン
ジ
化
」を 

ど
う
防
ぐ
か
？

地
方
都
市
の
リ
ア
ル

　

地
方
都
市
の
主
要
道
路
に
は
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
店
が
立
ち
並
び
ま
す
。
バ
イ
パ
ス
が
で
き
る
と
、
わ
っ
と

立
地
し
て
、
あ
た
か
も
賑
わ
い
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
旧
道
は
車
通
り
が
少
な
く
な
り
、
閉

店
す
る
店
舗
も
あ
る
。
ま
た
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
が
進
む
と
、
次
々
と
業
態
変
化
が
必
要
に
な
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
新
し
く
立
地
し
た
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
で
さ
え
も
撤
退
し
ま
す
。
そ
の

跡
地
や
建
物
が
再
利
用
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
徐
々
に
空
き
店
舗
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
出

て
く
る
。

　

ま
た
、
賃
貸
ア
パ
ー
ト
も
同
じ
よ
う
な
運
命
を
た
ど
り
ま
す
。
相
続
税
対
策
や
老
後
の
資
金
不
足
に
対

応
す
る
た
め
に
、
不
動
産
経
営
が
奨
励
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
地
域
に
一
定
の
人
口
が
持
続
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
事
業
所
や
大
学
な
ど
が
地
方
都
市
か
ら
撤
退
す
れ
ば
、
賃
貸
ア
パ
ー
ト
に
も

地方都市
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空
室
が
生
じ
る
。
住
宅
そ
の
も
の
が
供
給
過
剰
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
都
市
内
部
が
ラ
ン
ダ
ム
に
空
洞
化
し
て
い
く
こ
と
を
、
饗
庭
伸
さ
ん
︵
首
都
大
学
東
京
︶

は
﹁
都
市
の
ス
ポ
ン
ジ
化
﹂
と
呼
び
ま
す
︵
饗
庭
伸
﹃
都
市
を
た
た
む

︱
人
口
減
少
時
代
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
都

市
計
画
﹄
花
伝
社
、
２
０
１
５
年
︶。
首
都
圏
で
は
、
こ
れ
ま
で
郊
外
と
呼
ば
れ
て
き
た
私
鉄
沿
線
の
住
宅

地
や
街
道
沿
い
に
目
立
ち
ま
す
。

　

都
市
の
ス
ポ
ン
ジ
化
は
、
そ
れ
ま
で
に
整
備
さ
れ
て
い
た
社
会
イ
ン
フ
ラ
、
た
と
え
ば
道
路
や
水
道
な

ど
の
更
新
を
難
し
く
し
、
そ
こ
に
住
み
続
け
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
生
活
の
利
便
性
や
そ
の
質
を
低
下

さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
理
想
と
現
実

　

こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
し
て
﹁
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
﹂
と
い
う
概
念
が
以
前
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
２
０
０
０
年
前
後
か
ら
国
の
施
策
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
青
森
市︵
青
森
県
︶や
津
山
市︵
岡
山
県
︶が

成
功
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
住
宅
や
商
業
施
設
な
ど
の
立
地
を
都
市
中
心
部
に
誘

導
す
る
施
策
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
交
付
金
や
補
助
金
な
ど
が
施
策
の
中
心
に
な
る
た
め
、
む
し
ろ
過
大
な
施
設
を
中
心
部
に
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