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定
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一
九
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
高
度
経
済
成
長
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
都
市
化
は
、
あ
の
、
明
治
維
新
期
に
も
ま
さ
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
変
動
の
地
域
的
表
現
と
し
て
、
社
会

学
の
緊
要
な
問
題
状
況
を
構
成
し
た
。
乙
の
問
、
産
業
化
の
最
も
激
し
か
っ
た
太
平
洋
沿
岸
ベ
ル
ト
地
帯
に
お
け
る
都
市
化
状
況
が
大
方

の
関
心
を
集
め
、
た
と
え
ば
、
乙
乙
で
と
り
あ
げ
る
北
陸
地
方
の
都
市
化
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
も
、
都

市
化
が
産
業
化
の
地
域
的
表
現
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
北
陸
は
、
都
市
社
会

学
か
ら
み
れ
ば
、
過
密
に
対
す
る
過
疎
、
人
口
流
出
地
域
と
し
て
間
接
的
に
問
題
状
況
の
中
に
入
っ
て
き
た
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
の
都
市
社
会
学
の
発
展
が
、

オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
と
し
て
日
本
の
経
済
が
安
定
成
長
へ
軌
道
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
頃
か
ら
、

が
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
と
り
ざ
た
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
国
家
か
ら
市
町
村
に
至
る
各
行
政
レ
ベ
ル
は

〈

1
V

ど
れ
も
、
ま
た
、
保
守
・
革
新
政
党
、
財
界
、
マ
ス
・
コ
ミ
も
、
挙
っ
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
」
を
叫
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

七
0
年
代
（
都
市
）
社
会
学
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論
も
百
花
練
乱
の
趣
で
あ
っ
た
。
い
ま
乙
乙
で
こ
れ
ら
を
詳
ら
か
に
総
覧
す
る
意

図
は
も
と
よ
り
な
い
。
私
が
こ
乙
で
確
認
し
て
お
き
た
い
乙
と
は
、
そ
れ
ら
を
通
観
し
た
の
ち
に
抽
出
し
う
る
ひ
と
つ
の
一
般
的
傾
向
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
成
長
時
代
の
変
転
と
狂
操
の
中
を
、
み
ず
か
ら
は
流
動
者
と
し
て
潜
り
ぬ
け
て
き
た
人
び
と
は
、
今
、
安
定
し
た

つ
い
で
、

コ
、
、
、
ュ
ニ
－
ア
ィ

一
三
九



一四
O

穏
や
か
な
生
活
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
び
と
が
平
穏
な
生
活
を
志
向
し
て
い
る
、
そ
の
地
域
的
表
現
と
し
て
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
捉
え
な
お
し
て
み
る
乙
と
が
本
稿
の
主

た
る
目
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
八

0
年
代
に
入
り
、
わ
が
国
で
も
、
地
域
社
会
論
と
階
級
社
会
論
と
の
絡
み
で
都
市
社
会
学
の
再

検
討
が
開
始
さ
れ
て
い
る
現
在
、
研
究
主
体
の
基
本
的
視
座
を
再
確
認
す
る
意
味
を
担
う
乙
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
か
え
り
み

ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
北
陸
地
方
の
都
市
化
に
ス
ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
を
さ
し
む
け
よ
う
と
す
る
の
も
、
じ
つ
は
、
か
か
る
都
市
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状
を
今
後
の
展
望
な
い
し
可
能
性
を
も
含
め
て
考
察
す
る
う
え
で
、
地
方
都
市
を
出
発
点
と
す
る
乙
と
の
問
題
発
見
的
意

義
は
け
っ
し
て
小
さ
く
な
い
と
考
え
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
趨
勢
じ
た
い
は
、
地
方
と
中
央

と
を
間
わ
ず
普
通
的
な
傾
向
で
あ
る
と
し
て
も
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
北
陸
で
都
市
化
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
だ
し
た
の
が
、
ま

さ
に
七

O
年
以
降
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
平
砲
な
生
活
を
志
向
し
て
い
る
人
び
と
の
地
域
的
表
現
と
は
、
具
体
的
に
は
、
何
か
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
あ
り
う

る
は
ず
だ
が
、
私
は
、
と
く
に
「
居
住
」
と
の
関
連
で
、
定
住
志
向
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
い
。
定
住
志
向
と
は
、
文
字
通
り
住
ん
で
い
る

そ
の
場
所
に
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
住
み
つ
こ
う
と
い
う
意
欲
の
乙
と
で
、
事
実
に
お
い
て
将
来
移
住
す
る
乙
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現

下
の
意
向
と
し
て
定
住
志
向
は
存
在
し
う
る
。
ま
た
、
定
住
志
向
の
対
極
に
は
、
離
脱
志
向
な
い
し
漂
泊
志
向
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で

こ
こ
で
は
考
察
の
テ
l
マ
と
は
し
な
い
乙
と
に
す
る
。

き
る
け
れ
ど
も
、
志
向
の
二
極
聞
の
関
連
性
は
、

と
こ
ろ
で
、

こ
の
定
住
志
向
を
も
っ
生
活
主
体
を
い
か
に
し
て
把
握
す
る
か
が
、
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

「
土
着
l
流
動
」
の
住
民
類
型
を
分
析
枠
組
と
し
て
設
定
す
る
。

乙
こ
で
は
、

生
活
主
体
と
社
会
構
造
と
の
接
触
場
面
に

お
い
て
展
開
さ
れ
る
生
活
構
造
を
、
社
会
参
与
の
型
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
土
着
型
」
と
「
流
動
型
」
に
類
型
化
し
た
。
す
な

「
土
着
・
流
動
と
い
う
タ
l
ム
は
、
土
地
や
地
域
に
た
い
し
て
い
わ
れ
る
乙
と
が
多
く
、
乙
こ
で
も
当
面
は
そ
の
意
味
で
っ
か
う

そ
の
た
め
に

鈴
木
広
は
、

わ
ち
、

カま

一
般
的
に
は
社
会
構
造
に
た
い
す
る
土
着
で
あ
り
流
動
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
階
層
・
集
団
・
地
域
・
権



力
と
い
う
社
会
構
造
の
四
局
面
の
ど
れ
か
ま
た
は
す
べ
て
に
た
い
し
て
、
適
時
的
に
み
て
生
活
者
の
か
か
わ
り
（
関
与
）
が
安
定
・
持
続

・
反
復
し
て
い
る
状
態
が
土
着
で
あ
り
、
振
動
・
変
化
す
る
状
態
が
流
動
で
あ
る
一
一
J

乙
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
地
域
類
型
と
し
て
、
地
域

住
民
構
成
に
お
け
る
土
着
型
社
会
と
涜
動
型
社
会
を
議
論
す
る
と
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、
住
民
類
型
と
し
て
、
生
活
者
の
土
着
性
と
流

動
性
を
議
論
す
る
乙
と
も
で
き
ヲ
勺
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
後
者
の
レ
ベ
ル
で
土
着
・
流
動
の
軸
を
も
ち
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
眼
目
は
、

「
来
住
層
の
土
着
性
」
を
測
定
す
る
と
乙
ろ
に
あ
る
。

い
ま
生
活
者
の
土
着
性
と
流
動
性
と
い
っ
た
が
、
地
域
住
民
を
、
居
住
歴
と
居
住
形
態
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
地
付
層
、
定
住
化
来
住

層
、
一
過
性
来
住
層
に
区
分
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
民
層
に
お
け
る
定
住
志
向
と
土
着
性
・
流
動
性
と
の
関
連
性
は
、
あ
る
パ
タ
ー
ン

を
示
し
て
異
な
っ
て
い
る
ζ

と
が
予
想
で
き
る
。
住
民
各
層
の
操
作
的
な
定
義
は
第
三
節
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
い
ま
少
し
仮
説
を
展
開
す

る
が
、
そ
の
前
に
、
住
民
類
型
一
の
土
着
・
流
動
と
、
住
民
層
の
地
付
・
定
住
化
来
住
・
一
過
性
来
住
と
は
、
論
理
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
乙
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
前
者
は
類
型
概
念
で
あ
り
、
後
者
は
実
体
概
念
で
あ
る
。
「
来
住
層
の
土
着
性
」
が
議
論
し

う
る
の
も
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
住
民
層
と
志
向
の
聞
に
も
次
元
の
違
い
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
定
住
化
来

住
層
の
定
住
志
向
と
は
、
一
見
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
前
者
は
存
在
形
態
、
後
者
は
意
識
形
態
の
範
曜
に
属
す
る

も
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
定
住
化
来
住
層
の
離
脱
志
向
が
あ
り
う
る
し
、
現
実
に
も
あ
る
。

地方都市における定イ主志向

さ
て
、
各
住
民
層
に
お
け
る
定
住
志
向
と
土
着
・
流
動
の
関
係
に
つ
い
て
何
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
地
付
層
｜
定
住
志
向

｜
土
着
性
、
一
過
性
来
住
層
｜
離
脱
志
向
｜
流
動
性
、
な
ど
は
見
や
す
い
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
関
心
の
焦
点
は
、
七

0
年

代
後
半
の
都
市
化
H
人
口
急
増
地
域
に
お
け
る
定
住
化
来
住
層
の
定
住
志
向
と
土
着
性
、
お
よ
び
両
者
の
関
連
い
か
ん
、
に
あ
る
。
地
付

層
の
定
住
志
向
と
土
着
性
よ
り
も
、
定
住
化
来
住
層
の
定
住
志
向
と
土
着
性
に
関
心
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
た
ん
に
、
定
住
志
向

や
土
着
性
に
関
し
て
、
定
住
化
来
住
層
が
地
付
層
と
一
過
性
層
の
中
間
の
ど
乙
か
に
位
置
し
て
い
る
（
「
定
住
化
層
の
中
位
性
」
）
乙
と

を
指
摘
す
る
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
そ
の
中
位
性
の
意
味
で
あ
る
。
「
流
動
志
向
よ
り
も
定
着
志
向
が
、
ま
た
開
放

四



四

志
向
よ
り
も
閉
鎖
志
向
の
ほ
う
が
、
現
実
に
は
地
域
へ
の
関
心
を
高
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
物
財
的
・
社
会
関
係
的
構
成
を
充
実
さ
せ
て

い
く
力
と
な
ふ
り
。
乙
れ
は
、
鈴
木
編
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
ラ
ー
ル
と
社
会
移
動
の
研
究
』
が
実
証
し
た
注
目
す
べ
き
仮
説
で
あ
る

が
、
本
稿
は
、
乙
れ
を
ふ
ま
え
、
ま
た
追
試
す
る
た
め
に
、
定
住
化
層
が
定
住
志
向
を
も
つ
よ
う
に
な
る
決
め
手
は
何
か
、
ま
た
、
現
時

そ
し
て
、
将
来
へ
む
け
て
さ
ら
に
定
着
化
を
促
進
す
る
契
機
と
な
る
も
の
は
何

点
に
お
い
て
ど
の
程
度
定
着
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
、

か
、
こ
れ
ら
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

乙
の
定
住
志
向
の
研
究
は
、
ハ
円
乙
れ
ま
で
「
都
市
化
の
社
会
学
」
か
ら
は
あ
ま
り
関
心
を
も
た
れ
る
乙
と
の
少
な

か
っ
た
、
し
か
し
、
今
日
の
日
本
社
会
の
動
き
の
中
で
一
定
の
都
市
的
問
題
を
提
起
し
て
い
る
北
陸
の
地
方
都
市
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
、
同
「
定
住
志
向
を
も
っ
来
住
層
の
土
着
性
」
に
的
を
絞
っ
て
、
右
に
引
用
し
た
仮
説
を
追
試
し
、
国
も
っ
て
、
八

0
年
代
の
都
市
的

状
況
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
研
究
視
座
を
模
索
す
る
た
め
に
、
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、

ニ
、
野
々
市
の
都
市
化

調
査
を
行
な
っ
た
石
川
県
石
川
郡
野
々
市
町
は
、
左
図
の
よ
う
に
、
金
沢
市
の
南
西
に
隣
接
し
、

あ
る
。
昭
和
三

O
年
に
旧
野
々
市
町
と
富
奥
村
が
合
併
、
翌
＝
二
年
郷
村
の
一
部
と
、
三
二
年
に
押
野
と
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
し
て
今
に
至

っ
て
い
る
。
歴
史
的
に
は
、
平
安
・
藤
原
時
代
の
康
平
六
（
一

O
六
三
）
年
、
富
樫
家
国
が
加
賀
国
の
守
護
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
野
々
市
に

館
を
定
め
て
以
来
、
鎌
倉
・
室
町
を
通
じ
て
富
樫
の
加
賀
支
配
が
当
地
を
拠
点
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
と
か
ら
、
野
々
市
は
、
加
賀
の
政

治
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
た
都
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
の
一
向
一
挟
で
富
樫
政
殺
が
亡
び
、
藩
政
時
代

に
は
い
っ
て
前
田
家
の
統
治
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
は
、
も
は
や
政
治
の
中
心
を
離
れ
、
純
稲
作
農
村
と
し
て
の
形
態
を
固
め
て

き
な
そ
し
て
そ
れ
が
、
最
近
年
の
急
激
な
人
口
流
入
が
お
乙
る
以
前
の
野
々
市
の
姿
な
の
で
も
あ
っ
た
。

合
併
開
始
時
の
昭
和
三

O
年
か
ら
五
五
年
ま
で
の
人
口
動
態
は
、
図
二
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
合
併
が
完
了
し
た
三
二
年
か
ら
四

一
町
三
村
が
合
併
し
て
で
き
た
町
で
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五
年
あ
た
り
ま
で
は
、
年
間
数
百
人
の

微
増
で
推
移
し
て
お
り
、
総
人
口
も
一

万
人
前
後
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
四
六

年
に
対
前
年
増
加
数
が
は
じ
め
て
千
人

を
超
え
て
か
ら
は
、
毎
年
千
人
以
上
、

多
い
年
に
は
二
千
人
以
上
も
増
加
し
、

五
五
年
に
は
つ
い
に
総
人
口
は
三
万
人

町
を
突
破
し
た
。
人
口
一
万
人
が
二
万
人

市

に
な
る
の
に
、
三
九
年
か
ら
四
九
年
ま

々

で

の

一

O
年
を
要
し
た
の
が
、
二
万
か

野
ら
三
万
へ
は
、

そ
の
半
分
の
五
年
間
で

図1

到
達
し
て
い
る
。

当
町
に
お
け
る
最
近
一

0
年
閣
の
人

口
増
加
の
模
様
を
国
勢
調
査
で
み
れ

ば
、
五

O
年
の
対
前
回
（
四
五
年
）
増

加
率
は
七
四
・
七

Mm
で
あ
っ
た
。
乙
れ

は
、
県
下
一
位
で
、
二
位
の
内
灘
町
の

五
回
・
九
Mmを
迄
か
に
超
え
て
い
る
。

ま
た
、
五
五
年
の
対
前
回
増
加
率
も
、

一
四
三
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一
四
四

一
位
の
野
々
市
三
三
・
九
Mm
に
対
し

て
、
二
位
内
灘
は
二
三
・
四
Mm
で
あ
っ

た
。
金
沢
に
隣
接
す
る
野
々
市
は
、
近

年
の
人
口
増
加
率
が
県
下
二
局
い
、
し

た
が
っ
て
、
富
山
・
石
川
・
福
井
三
県

野々市町の人口増加

を
含
む
北
陸
地
方
で
は
最
も
活
発
に
都

市
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
地
域
な
の
で

あ
る
。
都
市
化
状
況
を
現
時
点
で
捉
え

る
に
は
、
北
陸
で
は
、
野
々
市
が
も
っ

と
も
適
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
近
年
の
人
口
増
加
の
構
造

的
要
因
は
、
四
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
「

図2

町
総
合
開
発
十
カ
年
計
画
」
に
求
め
ら

れ
る
、
だ
ろ
う
。
乙
の
と
き
、

「
金
沢
都

る？市域市
。）計、計

画市画
事街圏
業化に
が調基
実整い

警暴ご
工 ！ζ 町
：；.： ニを
お分市
りす街
でる化
あ都区

農
村
は
、

こ
の
頃
か
ら
著
る
し
い
変



（加〉

地

1.1 

0.2 

1.7 

1.9 

スサンセ
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690.5 I 
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地耕営

田

地方都市における定住志向

表1 経

｜経営耕地総面積｜年

昭和40年

45 

50 

55 

数｜専業農家｜よよ｜；ム｜農家人口

（戸，人）

3,918 

3,659 

3,468 

3,224 

表2

総年

昭和40年

45 

50 

55 

貌
を
と
げ
る
。
四
一
年
か
ら
四
三
年
ま
で
続
い
た
米
の
生
産
過
剰
の
緊
急

措
置
と
し
て
、
四
五
年
か
ら
六
年
間
、
米
の
生
産
調
整
（
減
反
政
策
）
を

し
た
乙
と
が
、
事
態
に
い
っ
そ
う
拍
車
を
か
け
た
。
経
営
地
面
積
は
、
表

一
の
よ
う
に
減
少
し
た
し
、
農
家
戸
数
も
、
五

O
年
に
は
七

O
Oを
割
り
、

以
後
、
表
こ
の
よ
う
な
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
農
家
人

口
は
さ
ほ
ど
減
っ
て
い
な
い
と
と
ろ
を
み
る
と
、
専
業
・
一
兼
農
家
の
急

速
な
ニ
兼
化
と
い
う
の
が
、

乙
と
の
真
相
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
の
都
市
近

郊
農
村
の
一
例
を
ζ

乙
に
も
み
る
と
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
農
村
の
変
貌
は
、
農
村
社
会
学
の
分
野
で
は
「
混
住
化
」

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
混
住
化
の
い
ま
ひ
と
つ
の

側
面
は
、
都
市
的
人
口
の
大
量
流
入
で
あ
る
。
野
々
市
の
場
合
、
表
三
の

よ
う
に
、
第
一
次
産
業
人
口
の
相
対
的
比
率
は
、
い
ま
で
は
一
割
に
も
み

た
ず
、
逆
に
第
三
次
産
業
が
六
割
も
占
め
て
い
る
。
乙
れ
は
、
野
々
市
が
、

金
沢
の
ベ
ッ
ド
・
タ
ウ
ン
と
し
て
、
ま
た
、
郊
外
型
消
費
セ
ン
タ
ー
と
し

て
、
金
沢
都
市
圏
に
完
壁
に
く
み
と
ま
れ
て
い
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。

い
わ
ば
、

「
金
沢
都
市
計
画
固
に
基
く
都
市
計
画
事
業
」
の
完
成
形
態
を

乙
と
に
見
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

人
口
増
加
と
農
村
の
変
貌
は
、
当
然
、
社
会
構
造
の
変
容
を
も
た
ら
さ

ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
簡

一
四
五



（人）態動ロ人別業産表2

計

昭和30年 1,900 (45.9) l, 458 (35. 4) 769 (18.の 4,127(100.の
35 I，佃6(36.1) 2, 324 ( 44. 4) 1,021 (19.の 5, 231 (100. 0) 

40 l, 576 (24. 6) 3, 041 (47. 5) 1,785 (27.9) 6, 402(100. 0) 

45 1,280(17.の 2,988 (41. 3) 2,973 (41.の 7, 241(100. 0) 

50 743 ( 7.3) 3, 541 (34. 6) 5,870 (58.1〕 10, 154(100.の

第三次産業第二次産業第一次産業

一
四
六

単
に
列
挙
す
れ
ば
、

H

昭
和
五

O
年
以
降
、
金
沢
都
市
圏
一
円
を
商
圏
と
す
る
大
型
ス
ー
パ
ー
が
、

『石川県市町村勢要覧』から作成

東
京
・
金
沢
の
大
手
資
本
に
よ
っ
て
進
出
し
、
現
在
は
、
九
店
舗
を
算
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地
元
の

「
集
図
的
〕
に
よ
っ
て
乙
れ
に
抵
抗
し
た
。
五
回

個
人
商
店
を
脅
か
す
と
乙
ろ
と
な
り
、

か
れ
ら
は
、シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
、

そ
と
へ
自
分
た

年
、
地
元
商
店
主
二
ニ
名
が
共
同
出
資
し
て
、

ち
の
店
舗
と
若
干
の
テ
ナ
ン
ト
を
集
合
し
た
の
で
あ
る
。
同

模
な
町
長
選
立
候
補
者
の
町
議
買
収
事
件
が
、

政
治
面
で
は
、

五
四
年
に
お
き
た
大
規

一
方
、
自
治
体
権
力
構
造
の
閉
鎖
的
な
旧
弊
と
、
他
方
、

自
治
会
は
、
例
え
ば
、

新
住
民
の
閉
鎖
的
な
地
域
政
治
へ
の
幻
滅
な
い
し
無
関
心
を
露
呈
し
た
。
国

そ
れ
ま
で
衰
退
の
一
途
で
あ
っ
た
青
年
団
が
、

乙
の
四
・
五
年
、
団
員
数
を
ふ
や
し
て
き
で
い
る
。
新

住
民
の
流
入
に
対
す
る
旧
住
民
の
内
部
結
束
的
対
応
と
し
て
の
青
年
団
活
動
、
と
い
う
方
針
を
脱
皮

し
て
、
新
旧
住
民
の
融
合
を
め
ざ
す
開
放
的
か
つ
積
極
的
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
同

文
化
面

で
は
、
富
樫
氏
の
善
政
を
讃
え
て
は
じ
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
じ
ょ
ん
か
ら
踊
り
」
が
、
毎
年
八
月

に
、
町
の
主
催
で
関
か
れ
て
い
る
が
、
と
れ
は
、
旧
町
村
や
町
内
会
を
越
え
た
町
の
統
合
を
シ
ン
ボ
ラ

イ
ズ
す
る
唯
一
の
ま
つ
り
行
事
と
し
て
、
新
旧
住
民
の
参
加
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
関
す
る
た
ち
い
っ
た
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ
は
別
の
機
会
に
行
な
っ
て
い
る

の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
言
つ
ぎ
に
、
本
稿
の
資
料
的
基
礎
と
な
っ

な
お
、

た
質
問
紙
に
よ
る
面
接
調
査
の
対
象
と
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

－
富
奥
の
二
地
区
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
、
成
人
男
女
を
三
十
分
の
一
の
等
間

隔
で
無
作
為
に
抽
出
し
、
結
局
、
本
町
二

O
五
、
富
奥
一
九
四
、
計
三
九
九
の
計
画
標
本
を
得
た
。
面

接
調
査
に
先
だ
ち
、
一
九
八
一
年
一

O
月
一
日
号
の
町
広
報
誌
で
、
調
査
訪
問
の
件
を
町
民
全
体
に
お

本
町
（
旧
野
々
市
町
）
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表4

里
有効回収（率）

144σ1.2) 

141 (73.の

象対

本町
（！日野々市町〉

富奥

知
ら
せ
し
、
さ
ら
に
、
対
象
者
に
は
一

O
月
一
五
日
付
の
ハ
ガ
キ
で
依
頼
し
て
お
い
て
か
ら
、

一O
月

155 

七
・
一
八
、
二
四
・
二
五
日
、
金
沢
大
学
社
会
学
研
究
室
の
学
生
一
二
名
を
動
員
し
て
実
施
し
た
。
回
収

結
果
は
上
表
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
有
効
標
本
七
一
・
四
Mmは
、
都
市
調
査
と
し
て
は
充
分
に
分

析
に
た
え
う
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

130 

さ
ら
に
一
一
一
付
言
す
れ
ば
、
と
く
に
本
町
と
富
奥
を
対
象
地
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
当
初
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
特
性
を
比
較
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
想
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
野
々
市
の
伝
統

的
な
地
域
特
性
は
、
商
業
地
域
の
本
町
と
農
業
地
域
の
富
奥
を
両
極
と
し
て
、
そ
の
中
聞
に
、
や
や
本
町

的
な
性
格
の
強
い
押
野
と
、
や
や
富
奥
に
近
い
郷
と
が
入
る
、
と
い
う
図
式
で
描
か
れ
る
の
だ
が
、
し
か

285 (71.心

し
、
集
計
結
果
を
比
較
し
た
と
乙
ろ
、
二
地
区
の
違
い
は
、
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

新
住
民
の
数
が
圧
倒
的
に
優
位
で
あ
る
た
め
に
、
旧
住
民
間
の
差
異
が
そ
の
中
に
完
全
に
埋
も
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
乙
の
乙
と
は
、

い
ま
や
旧
住
民
間
の
比
較
を
地
域
単
位
の
マ
ス
・
サ
ー
ベ
イ

399 

で
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
と
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
新
住
民
は
、
集
住
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
町
全
域
に
拡
散
し
て
い
る
、
と
い
う
と
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
じ
じ
っ
、
都
市
計
画
の
線

引
き
に
規
定
さ
れ
て
、
ど
の
町
内
会
で
も
、
新
旧
住
民
が
混
住
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
当
町
の
実
情
な

の
で
あ
る
。
乙
れ
が
、
町
内
会
を
単
位
と
す
る
大
量
調
査
を
断
念
し
、
新
旧
住
民
層
間
の
比
較
に
徹
し
た

理
由
で
も
あ
っ
た
。

計

三
、
来
住
眉
の
土
着
性
を
規
定
す
る
も
の

乙
の
節
の
目
的
は
、
調
査
対
象
者
の
属
性
お
よ
び
移
動
の
分
析
を
通
し
て
、
定
住
志
向
を
も
っ
来
住
者

一
四
七



一
四
八

が
地
域
評
価
を
高
め
る
の
を
外
側
か
ら
規
定
し
て
い
る
存
在
的
要
因
を
探
る
乙
と
に
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
定
住
意
志
の
所
在

を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

住
ん
で
い
る
土
地
へ
住
み
つ
こ
う
と
い
う
意
欲
を
客
観
的
か
つ
物
理
的
に
支
え
る
基
盤
は
、
そ
の
土
地
の
、
ま
た
住
居
の
、
所
有
で
あ

ろ
う
。
人
は
、
そ
の
基
盤
に
立
っ
て
（
住
ん
で
〉
、
主
観
的
ま
た
社
会
的
な
地
域
的
共
同
性
を
豊
か
に
育
ん
で
ゆ
く
と
考
え
る
の
が
、
自

然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
居
住
歴
と
居
住
形
態
の
組
合
せ
で
、
住
民
を
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。
ま
ず
、
居
住
歴

に
よ
っ
て
、
「
地
付
属
」
と
「
来
住
層
」
を
区
別
す
る
。
乙
乙
で
地
付
層
と
は
、
操
作
的
に
、
野
々
市
生
ま
れ
と
昭
和
二

O
年
以
前
か
ら

の
居
住
者
を
併
せ
た
部
分
を
い
う
。
一
方
、
来
住
者
は
、
同
じ
昭
和
一
二
年
以
降
の
居
住
者
で
あ
っ
て
も
、
屋
敷
地
と
家
屋
の
両
方
を
所

有
す
る
者
を
「
定
住
化
来
住
層
」
、
い
ず
れ
か
一
方
で
も
所
有
し
て
い
な
い
者
を
ご
過
性
来
住
居
」
と
よ
ぷ
乙
と
に
す
る
。
な
お
、
地

付
層
は
、
調
査
の
結
果
、
ニ
ケ
l
ス
を
除
い
て
全
て
地
主
持
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
結
局
、
調
査
対
象
者
を
表
五
の
よ
う
に
分
類
し
て
も
、

そ
う
大
過
は
な
い
と
思
う
。

不
動
産
の
所
有
関
係
で
来
住
層
を
「
定
住
化
」
と
「
一
過
性
」
に
分
け
る
ζ

と
の
妥
当
性
を
デ
l
タ
で
示
す
と
、
ま
ず
、
不
動
産
非
所

有
の
来
住
者
は
、
そ
の
七
割
以
上
が
昭
和
五
一
年
以
降
に
来
往
し
て
お
り
、
四
一
年
以
降
で
は
九
割
以
上
を
占
め
て
い
る
し
（
表
六
）
、

居
住
形
態
も
、
九
割
以
上
が
宅
地
と
住
居
の
ど
ち
ら
を
も
所
有
し
て
い
な
い
（
表
七
）
。
実
際
、
永
住
意
志
を
も
っ
者
は
、
か
れ
ら
の
あ

い
だ
で
は
、
四
割
に
も
満
た
な
い
の
で
あ
る
（
後
掲
図
＝
己
。
一
方
、
不
動
産
所
有
の
来
住
層
は
、
や
は
り
八
割
以
上
が
四
一
年
以
降

の
来
住
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
五
一
年
以
降
は
四
割
し
か
な
く
、
全
体
に
、
非
所
有
者
よ
り
も
居
住
期
間
は
長
い
と
い
う
ζ

と
が
い
え
る

し
、
じ
じ
っ
、
七
割
以
上
が
永
住
意
志
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

き
て
、
定
住
志
向
を
も
っ
来
住
層
を
特
定
で
き
た
の
で
、
以
下
、
か
れ
ら
の
土
着
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

図
三
は
、
世
代
間
・
世
代
内
の
職
業
階
層
移
動
を
住
民
層
ど
と
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ζ

れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
本
人
の
現
職
を
比
べ

て
み
る
と
、
「
専
門
・
管
理
」
「
公
務
員
」
「
大
企
業
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
」
を
た
し
た
比
率
は
、
地
付
属
（
二
八
・
二
形
）
と
定
住
化
層
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地方都市における定住志向

表5

一過性来住層

計

歴住居表B

計

野々市生まれ 26 (56.の 26 ( 9.1) 

野以内今市の生他ま出経れ験で1あ0年り 7 (15.2) 7 ( 2.の

野以上々市の生他ま出経れ験で1あ0年り 2 ( 4.3〕 2 ( o. 7) 

明治・大正より 1 ( 2. 2) 1 ( 0.4) 

昭和元～20年より 9 (19.6) 9 ( 3.2) 

21～30年より 6 ( 4.の 1 ( 1.1) 7 ( 2.5〕

31～40年より 14 ( 9. 4〕 5 ( 5. 6) 19 ( 6.の
41～50年より 64 (43.0) 17 (18.9) 81 (28.4) 

51年以降 65 (43.6) 67 (74.4) 132 (46.3) 

その他 1 ( 2.2) 1 ( 0.4) 

一過性層定住化層層付地

285(100.0) 

（
二
五
・
六
Mm）
が
大
差
な
く
、

過
性
層
（
一
八
・
九
Mm）
が
そ
れ
ら

よ
り
一
割
近
く
少
な
い
。
と
り
わ
け

川 00.の｜

専
門
管
理
職
の
割
合
は
定
住
化
層
が

第
一
位
で
あ
る
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ

れ
ば
、
本
図
か
ら
、
定
住
化
層
の
中

－
上
位
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

目
る
だ
ろ
う
。

乙
の
中
・
上
位
性
は
、
図
四
の
収

入
階
層
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い

46(100.の｜

る
。
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
定
住
化

層
は
、
月
収
四

O
万
円
以
上
が
三
割

に
の
ぼ
る
地
付
層
に
か
な
り
近
く
、

こ
れ
ら
二
層
と
一
過
性
層
と
の
聞
の

格
差
は
小
さ
く
な
い
。
そ
し
て
、

こ

の
階
層
性
が
、
意
識
面
に
そ
の
ま
ま

計

反
映
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

図
五
の
階
層
帰
属
意
識
と
、
図
六
の

生
活
満
足
度
で
あ
る
。
帰
属
意
識
で

一
四
九



態形住

「
居

「 計

自分の土地で持家 44 (95.の 149(100.0) 193 (67.の
他人の土地で持家 1 ( 2.2〕 2 ( 2.2) 3 ( 1.1) 

借家だが土地は別あり 3 ( 3. 3) 3 ( 1.1〕

一戸建借家 22 (24.4) 22 ( 7. 7) 

給与住宅・社宅 18 (20. 0) 18 ( 6.3) 

公営住宅 12 (13. 3) 12 ( 4.2) 

民間アパート 1 ( 2.2) 19 (21.1) 20 ( 7.0) 

間借・下宿・寮 10 (11.1) 10 ( 3.5) 

その他 4 ( 4.4) 4 ( 1.4) 

一過性層定住化層層付地

一五

O

285(100.。）

「
上
」
は
ど
の
層
も
二
ケ
i
ス
と
微
小
な
の
で
考
慮
の
外
に
お
く
と
し
て
も
、
定

住
化
層
は
中
間
性
を
示
し
て
い
る
し
、
生
活
満
足
度
で
は
、

大
き
く
二
分
し
て
み
る
と
、
定
住
化
層
は
、

lま

「
満
足
」
と
「
不
満
」
に

よ
り
は
っ
き
り
地
付
層
へ
近
づ
い
て
い

ー

、BJnu －
 

Au 
n
u
 

噌

ifa
、
nu 

n
B
 

る

定
住
化
層
内
部
の
移
動
を
検
討
す
る
と
、

専
門
管
理
職

図
三
｜
b
に
も
ど
っ
て
、

は
、
父
職
↓
初
職
↓
現
職
と
し
だ
い
に
増
加
し
て
お
り
、
自
営
業
も
、
初
職
と
現
職
の

聞
で
増
加
し
て
い
る
。
現
職
で
は
、
女
性
の
職
場
か
ら
の
リ
タ
イ
ア
が
大
き
な
比
重
を

占
め
て
い
る
た
め
に
、
専
門
管
理
や
自
営
の
増
加
傾
向
が
あ
ま
り
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
て

乙
な
い
憾
み
も
あ
る
が
、
や
は
り
、
世
代
間
と
世
代
内
の
両
方
に
お
い
て
上
昇
移
動
が

目
存
在
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
定
住
化
層
に
は
一
ニ

O
歳
代
が
多

1
 

1
ノハU－

 

n
u
 

n
U
 

唱

i，，a
、
au 

aaτ 

い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
（
図
七
）
、

一面、

乙
の
上
昇
移
動
は
今
な
お
過

程
に
あ
る
と
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

学
歴
が
さ
ほ
ど
高
く
な
い
と
い
う
反
面
の
事
実
で
あ
る
（
図
八
）
。
そ
れ
は
、
将
来
上

昇
移
動
が
あ
る
と
し
て
も
、

ビ
ュ

1
ロ
ク
ラ
ジ

l
型
の
官
僚
階
梯
を
上
昇
す
る
コ

l
ス

よ
り
は
む
し
ろ
、
自
営
業
型
の
農
・
商
業
経
営
拡
大
的
な
コ

l
ス
を
通
じ
て
で
あ
ろ
う

乙
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
図
三
｜
b
に
み
え
る
現
職
に
お
け
る
自
営
の
拡
大
は
、
そ
う

計

読
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

で
は
つ
ぎ
に
、
定
住
化
層
の
地
域
移
動
に
は
、
ど
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
表
八
の
出
生
地
と
表
九
の
前
住
地
を
比
較
対
照
し
て
み
よ
う
。

定
住
化
層
の



地方都市における定住志向
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地方都市における定住志向
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表B 出生地

｜野々市町｜金沢市｜石川郡｜その他都市｜その他町村｜その他｜

地付属I36(78.3〕I 2( 4.3)1 2( 4.3)1 sC10.9)I 1c 2.2)1 o I 46(100.0) 

定住化層｜ o I 47(31.5)1 26(17.4)1 41(21.5)1 25(16.s)I 10( 6.の1149(100.0) 

一過性層｜ o I 11(12.2)1 1( 1.1)1 44(48.9)1 30(33.a)I 4( 4.4)1 90(100.の
計｜ぉ（12.の｜側21.叫 29（此2)1 州 31.6)1 断 19.6)1 ぱ 4.9)12s5(100. o) 
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表g 前住地

野々市町｜金沢市｜石川郡｜その他都市｜その他町村

28(60.9)1 7(15.2)1 2( 4.3)1 7(15.2)1 

o I 100(61.1)1 14( 9.4)1 22(14.s〕｜

o I 25(21.s)I 3( 3.3)1 44(48.9)1 

28( 9.8)1132(46.の｜断川I73（払の｜

地付層

定住化属

一過性層

石寸

一
五
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務

その他

勤

6 c20.o) I 
42 (4o.o) I 
21 (42.2) I 

75 (37.7) j 

金沢市内

表10

「内町市野々

地付層

定住化層

一過性層

音｜－

成

計

46 (100.0) 

149 (100.の
90 (100.0) 

285 (100. 0) 

族

直系複合家族

31 (67.4) 

44 (29.5) 

9 (10.0) 

84 (29.5) 

表11

族

12 (26.1) 

101 (67.8〕

59 (65. 6) 

172 (60.4) 

家核単独世帯

3 ( 6.5) 

4 ( 2.η 

22 (24.4) 

29 (10.2) 

地付層

定住化層

一過性層

計

一
五
四

場
合
、
出
生
地
は
、
金
沢
市
内
と
石
川
郡
外
の
都
市
部
が
そ
れ
ぞ
れ
三
割
前

後
で
も
っ
と
も
多
く
、
か
っ
前
住
地
は
、
七
割
近
く
が
金
沢
市
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
付
金
沢
に
生
ま
れ
育
っ
て
、
野
々
市
に
定
住
、
と
い
う
狭
域
的
な

同
郡
外
都
市
部
か
ら
金
沢
を
経
由
し
て
野
々
市
に
定

住
、
と
い
う
広
域
的
な
パ
タ
ー
ン
と
が
抽
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
両
者
に
共
通

し
て
い
る
乙
と
は
、
か
れ
ら
定
住
志
向
者
は
、
金
沢
市
で
あ
れ
、
そ
の
他
の

市
で
あ
れ
、
都
市
的
な
生
活
様
式
を
身
に
つ
け
て
野
々
市
へ
や
っ
て
き
た
、

移
動
パ
タ
ー
ン
と
、

一
過
性
層
に
も
ふ
れ
て
お
け
ば
、
そ
の
移

動
パ
タ
ー
ン
は
、
都
市
的
な
と
乙
ろ
は
定
住
化
層
と
同
じ
だ
け
れ
ど
も
、
し

か
し
、
一
方
の
広
域
性
に
収
赦
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
金
沢
経

由
で
は
な
く
、
郡
の
外
か
ら
い
き
な
り
当
地
へ
飛
び
ζ

ん
で
き
て
い
る
。

と
い
う
点
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

過
性
層
の
流
動
性
の
高
さ
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
野
々
市
を

一
時
的
な
碇
泊
地
と
し
て
、
い
ず
れ
は
ま
た
移
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
。

定
住
化
層
の
勤
務
地
は
、
表
一

O
の
よ
う
に
、
金
沢
が
四
割
を
占
め
、
地

付
層
（
二
割
）
と
鋭
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
乙
れ
は
、
定
住
化
層
の
生
活

様
式
に
サ
パ

1
パ
ニ
ズ
ム
が
展
開
し
て
い
る
乙
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
だ

家
族
構
成
の
核
家
族
化
（
表
一
一
）
と
い
う
事
実
に

よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

カま

そ
の
予
想
は
、

一
過
性
来
住
層
は
、
や
は



り
金
沢
が
勤
務
地
と
し
て
多
く
、
職
住
分
離
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
単
独
世
帯
の
比
重
の
多
さ
を
特
徴
と
し
て
い
る
た
め
に
、

パ
ニ
ズ
ム
日
フ
ァ
ミ
リ
ズ
ム
よ
り
は
む
し
ろ
独
身
者
主
義
に
傾
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

サ
パ

l

こ
の
よ
う
に
、
定
住
化
来
住
層
の
存
在
形
態
は
、
階
層
的
中
・
上
位
性
と
家
族
単
位
の
フ
ァ
ミ
リ
ズ
ム
に
職
住
分
離
・
サ
パ

l
パ
ニ
ズ

ム
型
の
住
居
特
性
が
結
び
つ
い
た
も
の
、
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
乙
れ
乙
そ
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
地

域
に
対
す
る
評
価
を
高
め
る
た
め
の
デ
モ
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
条
件
に
他
な
ら
な
い
。

四
、
土
着
化
の
主
体
的
契
機

定
住
化
来
住
層
が
土
着
性
を
高
め
る
主
体
的
契
機
の
有
無
と
様
態
を
、
具
体
的
に
、

次
元
）
を
、
生
活
環
境
に
た
い
す
る
評
価
・
要
求
の
面
か
ら
、

2

人
間
関
係
と
集
団
参
加
）
を
通
し
て
、

3

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
物
的
装
置
の
状
況
（
モ
ノ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
間
関
係
状
況
（
ヒ
ト
次
元
）
を
、
生
活
構
造
（

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
識
状
況
（
コ
コ
ロ
次
元
）
を
、
生
活
態
度
な
い
し
人
生
観
一
般
、
お
よ

び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
ラ
ー
ル
と
ノ
ル
ム
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
討
す
る
哨
）

図
九
は
、

地方都市における定住志向

「

C
M
M生
活
環
境
指
標
」
を
用
い
て
、
野
々
市
の
ジ
ピ
ル
ミ
ニ
マ
ム
に
た
い
す
る
現
状
評
価
を
四
段
階
（
非
常
に
良

い
、
や
や
良
い
、
や
や
悪
い
、
非
常
に
悪
い
）
で
問
う
た
も
の
か
ら
、
住
民
層
ご
と
の
平
均
点
を
算
出
し
た
結
果
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、

C
M
M
生
活
環
境
指
標
は
、
生
活
基
礎
要
件
を
、
健
康
（
図
の
①
1
＠
）
、
安
全
（
④
1
＠
）
、
居
住
（
⑦
1
＠
）
、
仕
事
（
⑩
1
⑫）、

教
育
（
⑬
1
⑮
）
、
娯
楽
（
⑬
1
⑬
）
の
六
群
に
わ
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
個
別
に
作
成
し
た
指
標
で
あ
る
が
、
そ
の
さ

い
、
各
群
の
前
二
項
は
環
境
評
価
・
要
求
の
宮
田
門

E
g
g
s－
な
面
を
、
後
者
は
そ
の
史
官

2
也
君
な
面
を
と
り
だ
せ
る
よ
う
に
工
夫

さ
れ
て
い
る
。こ

の
図
を
見
る
と
、
各
住
民
層
の
間
で
、
地
付
層
が
最
も
高
く
評
価
し
て
い
る
指
標
が
、

一
方
、
定
住
化
層
が
一
位
の
も
の
は
六
項
目
で
、

さ
て
、

一
八
項
目
中
一
一
項
目
に
の
ぼ
っ
て

一
過
性
層
に
至
っ
て
は
わ
ず
か
一
つ
し
か
な
い
。
逆
に
、
最
も
低
く
評
価
し
た

い
る
。

一
五
五



悪← →良

4 3 2 1 

① し尿、ゴミ処理

地付｜→＼t:¥
② 町の騒音、振動

③ 緑と自然のめぐみ

④ 道路の安全性（街灯、歩道橋を含めて）

⑤ 火災・水害などの災害の防止設備

⑥ 火の用心などの防災意識

⑦ 買物の使利さ

③水のて‘ぐあい

⑨ 家のたてこみぐあい

⑬ 通勤の便

⑪ 賃金水準

⑫仕事する時の気持よさ（家事を含む）

⑬ 小・中学校の施設

⑬ 子どもの遊ぴ場

⑬ 子どもの幸せを願う住民意識
一
五

⑬ 図書館・公民館・集会所などの利用のしやすさ六

⑪ 娯楽・スポーツ施設の利用のしやすき

⑬ 町内みんなで楽しめる行事
図g 生活環境の現状評価
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地方都市における定住志向

表12 要普改

CM  M生活環境指標

し尿・ゴミ処理

町の騒音・振動

緑と自然のめぐみ

①

②

③

 
48.9 

12.2 

6.7 

道路の安全性

火災・水害などの災害の防止設備

火の用心などの防災意識

4.4 

3.3 

2.2 

11.1 

8.9 

2.2 

14.4 

31.1 

3.3 

15.6 

16.7 

12.2 

8.7 

2.2 

10.9 

I 

] 
図書館・公民館・集会所などの利用のしやすさ｜

娯楽・スポーツ施設の利用のしやすさ ｜ 

町内みんなで楽しめる行事 ｜ 

買物の便利さ

水のでぐあい

家のたてとみぐあい

④

⑤

⑥

一

①

③

⑤

通勤の使

賃金水準

仕事するときの気持よさ（家事を含む）

⑬

⑪

⑫

 
小・中学校の施設

子どもの遊び場

子どもの幸せを願う住民意識

⑬

⑬

⑬

 
⑬

⑫

⑬

 

数
は
、
地
付
層
三
項
目
、
定
住
化
層
五
項
目
に
対
し

一
過
性
層
は
一

0
項
目
も
あ
る
。
地
付
層
の
環

境
認
知
は
価
値
付
与
的
で
あ
り
、
反
対
に
一
過
性
層

て、は
価
値
剥
率
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ

し
て
、
定
住
化
層
は
、
ま
さ
に
そ
の
中
聞
に
位
置
し

て
い
る
。
も
し
も
こ
の
中
位
性
が
地
付
属
の
方
向
へ

移
行
す
る
と
と
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
鍵
は
ど

こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
町
当
局
に
す
ぐ
に
で
も
力
会
入

れ
て
ほ
し
い
と
思
う
も
の
を
三
つ
ま
で
あ
げ
て
も
ら

っ
た
結
果
を
検
討
し
よ
う
。

上
表
で
あ
る
。
住
民

層
の
あ
い
だ
で
要
求
の
方
向
に
質
的
な
差
が
あ
る
と

と
が
わ
か
る
。
地
付
層
は
、
＠
＠
⑫
⑮
と
い
っ
た
、

叩H
H】
円
四
回
回
目

4
叩
な
指
標
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
要
求
が
高
い
。
そ
れ
は
し
か
し
、
山
口
白
押
吋
ロ

E
g
g
－

な
物
財
面
で
は
か
な
り
の
充
実
感
を
抱
い
て
い
る
こ

と
の
裏
が
え
し
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

こ
れ
に
現
状
評

価
の
高
さ
も
考
え
併
せ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
、
定
住
化
層

や
一
過
性
層
と
比
べ
て
、
全
体
に
現
状
に
満
足
し
て

五
七



表肉親交関係量

冷却ナシ I1～3 1 4～ 6 I門 oJ一｜…
地付層I4(s.の｜削6(34.s)Iぽ5（払6〕Isc江1.4)11c2.2)!0 I 1c2.2)l 1c2.2)I 46は肌ω

定住化層I7(4.のJ53(35.6) ¥45(30. 2) 123(15. 4) 119 (12.8) [1 ( 0.のIo I 1(0. 1〕1149(100.0)
一過性層｜的・坤6(28・叫20（払利団（2川 i13(1叫 14(4.のI1(1.1)1的・刈 90(100.0)

J11(6.の195(33.3) :sゆゆ（17.の133(11.め15(1的J2co.の14(1.の｜郡江00.0)

計

外

1.3人

1. 7 

4.4 

県

インフォーマル結合の地域的構造（1人あたりの人数）

野々市町内 ｜金沢市内・郡内｜県 内 ｜ 

~M ~ ；「 I
I 3.5 1 2.1 I 

表14

地付属

定住化層

一過性層

計

2.5 

い
て
、
要
求
度
は
そ
う
高
く
な
い
、
と
総
括
で
き
る
だ
ろ
う
。
定
住
化
層
は
、

一
五
八

「
居
住
」
要
件
の
⑦
＠
＠
（
と
り
わ
け
⑦
）
に
対
す
る
要
求
が
高
い
の
が
特

徴
と
い
え
る
。
定
住
志
向
を
も
っ
来
住
者
の
、
ま
さ
に
居
住
へ
の
要
求
が
は

っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

一
過
性
層
で
は
、

「
娯
楽
」
要
件
に
傾
向
性

乙
れ
も
、
流
動
者
リ
独
身
者
主
義
の
余
暇

を
読
み
と
る
乙
と
が
で
き
る
が
、

「
⑬
小
中
学
校
の

志
向
に
沿
う
要
求
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
定
住
化
層
は
、

施
設
」
の
要
求
が
高
く
、

一
過
性
層
は
「
⑭
子
ど
も
の
遊
び
場
」
が
高
い
。

県外

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
・
ス
テ
ー
ジ
に
対
応
し
た
教
育
面

の
改
善
要
求
で
あ
る

2.2 

県内

定｛主化

計

都内

の造構的域地の
品
目

内

結E
h
v
 

E

引オ
ン

フ
－

ン

タ

イ
パ

mu 
図

が
、
乙
れ
も
、
定
住

化
層
と
一
過
性
層
（

の
一
部
）
と
の
双
方

に
あ
る
家
族
志
向

同
曲
目
店
目
白
を
表
現

し
て
い
る
と
判
断
で

き
る
二
方
、
と
く
に

定
住
化
層
の
場
合
、

サ
パ

l
パ
ニ
ズ
ム
型

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル



は
、
あ
る
程
度
満
喫
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、

「
健
康
」
面
の
改
善
要
求
が
低
い
と
と
ろ
に
う
か
が
わ
れ
る
。

つ
い
で
②
の
「
町
の
騒
音
・
振
動
」
が
低
い
と
と
ろ
を
み
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
現
状
評

価
が
相
対
的
に
高
い
と
と
を
み
て
も
、
騒
音
の
都
会
か
ら
緑
豊
か
な
郊
外
へ
定
住
地
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
人
び
と
は
、
そ
の
当
面
の
目

と
り
わ
け
③
の
「
緑
と
自
然
の
め
ぐ
み
」
、

的
は
い
ち
お
う
は
た
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
以
上
に
地
域
に
定
着
す
る
た
め
に
は
、

つ
ま
り
土
着
性
を
高
め
る
た
め
に

は
、
居
住
と
教
育
の
二
大
要
件
が
、

今
後
ど
と
ま
で
改
善
さ
れ
る
か
、

に
ひ
と
つ
は
か
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
家
族
の
ほ
か
に
、
あ
な
た
が
縁
談
、
就
職
、
金
銭
な
ど
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て

2

社
会
関
係
の
う
ち
、
人
間
関
係
量
に
つ
い
て
は
、

相
談
に
の
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
親
し
い
人
が
、

あ
わ
せ
て
何
人
く
ら
い
お
り
ま
す
か
、

ま
た
そ
れ

親
類
、

友
人
、
近
所
の
人
な
ど
に
、

ら
の
親
し
い
人
は
ど
ζ

に
住
ん
で
い
ま
す
か
」
と
問
う
て
み
た
。
表
一
三
が
そ
の
結
果
だ
が
、
「
親
し
い
人
」
の
内
包
を
高
度
に
具
体
的

に
限
定
し
た
（
傍
点
）
た
め
か
、
従
来
の
こ
の
種
の
調
査
よ
り
は
、
か
な
り
少
な
め
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
、
親
密
性

（
宮
氏
自
由
ミ
）
の
エ
キ
ス
を
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
本
表
か
ら
一
人
平
均
の
関
係
量
を
計
算
し
て
み
た
ら
、
最
も
多
い
の
は
一
過
性
層
で
、
九
・
八
人
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
地
付

属
の
七
・
三
人
。
定
住
化
層
は
五
・
八
人
で
最
も
少
な
い
。
乙
れ
は
、
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
結
合
の
地
域
的
構

野
々
市
を
中
心
に
そ
の
周
囲
（
金
沢
市
、

造
は
、
表
一
四
と
そ
れ
を
図
化
し
た
図
一

O
に
示
し
て
お
い
た
が
、

地
付
層
は
、

県

郡
内
、

地方都市におけ0定住志向

一
過
性
層
は
、
さ
ら
に
厚
く
、
す
な
わ
ち
近
く
に
も
遠
く
（
県
外
）
に
も
重
層
的
に
人
間
関
係

網
を
広
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
定
住
化
層
の
場
合
は
、
（
前
住
地
・
勤
務
地
の
）
金
沢
市
内
に
し
か
、
不
ッ
ト
ワ
l
ク
を
作
っ
て
い
な
い

現
状
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
す
ら
、
地
付
層
・
一
過
性
層
よ
り
も
小
さ
い
。
と
く
に
、
予
想
に
反
し
て
、
町
内
の
人
間
関
係
が
一
過
性
層

よ
り
も
少
な
い
一
・
七
人
と
い
う
結
果
は
、
意
外
で
あ
っ
た
。

内
）
に
密
な
関
係
網
を
形
成
し
て
お
り
、

で
は
定
住
化
層
が
今
後
地
域
に
、
不
ッ
ト
ワ
l
ク
を
展
開
す
る
可
能
性
は
、
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
表
一
五
は
、
日
常
生
活
の
中
で
一
番
大

切
に
し
て
い
る
社
会
関
係
を
尋
ね
た
結
果
だ
が
、
こ
れ
を
み
て
も
や
は
り
、
定
住
化
層
で
は
、
知
友
と
近
隣
で
は
中
位
性
を
示
し
て
い
る

一
五
九



表15 もっとも大切な社会関係

｜大切な団体｜親 類｜知 友｜近 隣 IDK•NA I 
4 ( 8.のIt4(3o. 4) I 10(21. 1) I 1s(32. 6〕I3( 6. s) I 46(100. o〕
13 ( 8.のI57(38.3) I 38(25.5) I 39(26.2) I 2c 1.3) I 149(100.の
6 C 6.7) I 6(30.0) I 21(42.2) I 38(14.4) I 6( 6.のI90(100. o) 

23 c 8.1) I 9刷心 186(30.の167（犯の iuc 3.め｜舗5(100.め

計

地付属

定住化層

一過性層

フォーマル集団の加入者

ジ｜自治会｜智令会｜労 組｜同業組合II突室｜霊童雲

1 19.3 1 8.1 I 8.4 1 2.8 1 2.8 1 

党｜議長；；4J完モ·tf~I 住民組織｜宗教団体｜その他

o.4 1 9.5 J 1.4 J 1.8 J 9.1 I 

0.4 

8.7 

2.0 

2.2 

表16

23.9 

28.2 

45.6 

0.0 

0.7 

0.0 

33.0 

計

地付層

定住化層

一過性層

計

3.2 

表17 もっとも大切な団体

~竺｜ナ シ｜ 1 J 2 I 3・4 I 5以上｜

地付属 I5(10.9) I 10(21.のI10(21.のI14(30.4) I 1(15.2) I 
定住化層 111(11.4)I 44(29.5) I 41(21.s) I 40(26.8) I 1( 4.7〕｜
一過性層 I2s(31.1) I 28(31.1) I 14(15.のI1s(20. o) I 2( 2. 2〕｜

150(17.5) 18仰心｜阿川｜的5のf1sc 5. s) 1 285(100.め

計

46(100. o) 

149(100.の
90(100.0) 

二ハ
O

の
に
比
べ
て
、
親
類
が
他

よ
り
も
多
い
。
定
住
化
層

に
と
っ
て
親
類
と
は
、
野

々
市
以
外
と
の
回
目

2
8
a

な
関
係
が
過
去
か
ら
継
続

し
て
い
る
と
い
う
乙
と
だ

か
ら
、
逆
に
言
え
ば
、
知

人
友
人
や
近
隣
と
い
っ
た

R
Z
2
0
a
な
関
係
が
い

ま
だ
熟
成
し
て
い
な
い
、

と
い
う
乙
と
を
意
味
し
て

い
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て

近
隣
さ
え
も
、
ま
ず
は
獲

得
す
べ
き
関
係
で
あ
る
。

こ
の
点
二
過
性
層
は
、
知

友
を
開
発
し
て
い
る
し
、

計

地
付
層
は
、
生
得
的
な
近

隣
・
親
類
の
粋
の
中
で
安

住
し
て
い
る
、
と
い
っ
た



感
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
住
化
層
が
将
来
土
着
性
を
強
め
て
い
く
た
め
に
は
、
野
々
市
の
近
隣
関
係
を
ど
こ
ま
で
豊
か
に
し
て
い

に
か
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
乙
乙
で
ひ
と
つ
光
が
見
え
て
い
る
の
は
、
表
一
五
で
、
近
隣
関
係
の
比
率
が
、
定
住

く
乙
と
が
で
き
る
か
、

化
層
は
一
過
性
層
よ
り
も
地
付
属
に
大
き
く
近
づ
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
今
後
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

乙
の
、
定
住
化
層
の
地
域
へ
の
定
着
傾
向
は
、

る
。
集
団
参
加
の
平
均
数
は
、
地
付
属
二
・
七
、
定
住
化
層
二
・

0
、

の
中
位
性
が
み
ら
れ
る
が
、
問
題
は
そ
の
質
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

フ
ォ
ー
マ
ル
結
合
に
お
い
て
い
っ
そ
う
前
進
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

一
過
性
層
一
・
四
の
順
で
あ
る
（
表
一
六
）
。
や
は
り
定
住
化
層

「
も
っ
と
も
大
切
な
団
体
」
と
し
て
選
ん
だ
も
の
が
．
表
一
七
の
よ
う
に
、
定
住

佑
層
の
場
合
‘
町
内
会
が
か
な
り
多
く
、
こ
れ
に
婦
人
会
・

P
T
A
を
併
せ
る
と
四
割
も
あ
る
。
地
付
層
と
一
過
性
層
で
は
こ
れ
が
一
割

台
し
か
な
い
か
ら
、
乙
の
参
加
様
式
は
、
定
住
化
層
の
特
徴
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
が
地
域
性
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ

に
も
示
さ
れ
て
お
り
、
土
着
へ
の
志
向
の
強
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
親
密
な
人
間
関
係
を
野
々
市
に
あ
ま
り
持
た
な
い

定
住
化
層
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
も
、
ま
た
そ
れ
を
創
出
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
近
所
づ
き
あ
い
や
近
隣
集
団
と
結
び
あ
っ

て
地
域
に
根
を
は
ろ
う
と
す
る
乙
と
は
、
い
わ
ば
当
然
で
あ
り
、
ま
た
自
然
で
も
あ
る
。

地方都市における定也志向

乙
れ
ま
で
、
定
住
化
層
が
地
域
へ
定
着
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
を
い
く
つ
か
検
討
し
て
き
た
が
、
さ
い
ど
に
、
そ
れ
を

主
体
的
に
把
も
う
と
す
る
内
的
な
構
え
が
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
表
一
八
は
、
例
の
生
き
方
の
調
査
で
あ

る
が
、
大
き
く
み
て
ど
の
層
も
①
＠
と
＠
＠
に
わ
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
み
る
た
め
に
、
①
と
＠
を
献
身
型
、

3 ＠
と
④
を
立
身
出
世
型
、
⑤
と
＠
を
享
楽
型
と
性
格
づ
け
た
う
え
で
、
図
一
一
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
全
体
に
享
楽
型
が
だ
ん
ぜ

ん
多
い
中
で
も
、
公
共
へ
の
献
身
的
態
度
は
、
地
付
属
で
最
も
多
く
、
一
過
性
層
が
最
も
少
な
い
。
そ
し
て
中
聞
に
定
住
化
層
が
い
る
わ

け
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
地
付
層
に
近
く
、
一
過
性
層
と
は
む
し
ろ
対
眼
的
で
あ
る
。
ま
た
、
享
楽
型
は
、
地
付
属
と
定
住
化
層
は
と
も

に
一
過
性
層
よ
り
も
一
割
少
な
い
。
以
上
か
ら
、
定
住
化
層
の
中
に
は
、
地
域
的
公
共
生
活
へ
結
び
つ
く
よ
う
な
前
向
き
の
構
え
を
形
成

一
定
程
度
存
在
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
今
回
は
論
及
で
き
な
か
っ
た
地
域
リ
ー
ダ
ー

し
て
い
る
部
分
が
、

一六
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74.4 14.4 一過性層

その他享楽型立身出世型献身型

一六

シ
ッ
プ
の
形
成
と
も
関
連
す
る
だ
け
に
意
味

の
あ
る
発
見
だ
と
思
う
。

そ
乙
で
つ
ぎ
に
、
生
活
態
度
を
コ
ミ
ユ

テ
ィ
意
識
に
絞
づ
て
と
り
だ
し
て
み
よ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
を
、
量
と
質
、
水
準
と

方
向
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
ラ
i

生 き 方 の パ タ ー ン

ル
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ノ
ル
ム
に
区
別
し
、

両
者
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
分
析
す
る
方
法
に

準
拠
す
る
が
、
乙
ζ

で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
ラ

ー
ル
と
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
同
一

化
の
程
度
・
水
準
を
示
し
、
規
範
を
形
成
し

維
持
す
る
た
め
の
動
因
と
な
る
も
の
で
、
感

図11

情
（
白
骨
骨
国
各
自

8
3
、
統
合
認
知
（
ぽ
件
。
ー

問
一
『
釦
昨
日
0

ロ）、

参
加
意
欲
（
n
o自
自
律

B
2
6

の
三
要
素
か
ら
な
り
た
つ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
採
用
し
た
質
問
項
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ

問
ず
つ
で
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

感
情
面「

あ
な
た
は
事
情
が
許
せ
ば
、
死
ぬ
ま
で
ず



地方都市における定住志向

っ
と
野
々
市
に
住
み
た
い
と
思
い
ま
す
か
」
（
図
一
二
〉

「
人
か
ら
何
か
野
々
市
の
悪
口
を
言
わ
れ
た
と
き
、
自
分
の
悪
口
を
言
わ
れ
た
よ
う
な
気
に
な
り
ま
す
か
」

統
合
認
知

「
乙
の
町
は
、
マ
ト
マ
リ
の
い
い
町
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
」
（
図
一
四
〉

「
町
長
さ
ん
や
助
役
さ
ん
、
町
会
議
員
さ
ん
な
ど
野
々
市
の
代
表
に
な
る
よ
う
な
人
た
ち
は
、
全
体
と
し
て
野
々
市
の
た
め
町
民
の
た
め
を
思
っ
て
や

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
」
（
図
一
五
）

参
加
意
欲

「
野
々
市
を
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
の
運
動
が
あ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
参
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
」
（
図
二
ハ
）

「
も
し
あ
な
た
が
望
む
生
活
環
境
の
改
善
を
実
現
す
る
た
め
に
、
あ
な
た
の
税
金
の
負
担
が
、
い
く
ら
か
重
く
な
る
と
し
て
も
、
協
力
し
た
い
と
思
い

ま
す
か
」
（
図
一
七
）

（
図
二
ニ
）

一
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ノ
ル
ム
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
規
範
意
識
で
あ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
に
規
定
さ
れ
つ
つ
、
人

び
と
の
生
活
と
行
動
の
方
向
づ
け
を
条
件
づ
け
る
も
の
で
、
こ
れ
に
は
、
主
体
1

客
体
、
格
差
｜
平
準
、
開
放

l
閉
鎖
の
三
つ
の
軸
が
考

え
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
し
か
し
、
モ
ラ
ー
ル
の
検
証
に
大
部
分
の
力
を
割
い
た
の
で
、
ノ
ル
ム
を
総
体
と
し
て
把
握
す
る

余
裕
が
な
か
っ
た
。
た
だ
、
主
体
・
客
体
の
軸
で
方
向
性
を
多
少
な
り
と
も
う
か
が
う
乙
と
は
で
き
た
。
次
の
質
問
で
、
「
住
民
参
加
」

と
答
え
た
人
は
主
体
的
、
「
専
門
家
中
心
」
と
す
る
人
は
客
観
的
、
と
評
価
す
る
。

「
と
れ
か
ら
の
野
々
市
の
い
ろ
い
ろ
な
政
策
を
き
め
て
い
く
の
に
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
住
民
が
要
求
を
出
し
、
意
見
を
の
べ
て
い
く
べ
き
だ
と
い

う
考
え
と
、
索
人
が
意
見
を
出
す
よ
り
議
員
や
町
役
場
の
専
門
の
職
員
に
ま
か
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
の
考
え
は
ど
ち
ら
に
近

い
で
す
か
」
（
図
一
八
）

な
お
、
以
上
の
質
問
に
は
す
べ
て
、
五
段
階
で
回
答
し
て
も
ら
っ
た
。
例
え
ば
、

加
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
専
門
家
中
心
、
専
門
家
中
心
」
の
よ
う
に
。

「
住
民
参
加
中
心
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
住
民
参

一六
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定住化層

23目9

ぜひ他所へ
将リたい

なるべ〈
!t りたい

どちらと L
いえない

なるべく
ft Aたい

せ’ひず勺と
f上みたい

志意住永図12

な
あ
ま
り
そ
ん
な
気
は
し
な
い

机一司

全
一

J
U

－
 

と
い

r

ら
な

ち
え

と
い

26.2 

多少その気になる非常にその気になる

37.0 

18.8 

J也f寸層

定1主化層

33.3 24.4 10.0 一過性層 27.8 

二ハ四

さ
て
、
図
一
二
と
図
一
三
の
、

モ
ラ
l

ル
の
感
情
面
か
ら
み
て
い
く
と
、
ど
ち
ら

も
き
れ
い
に
順
相
関
し
て
い
る
。
定
住
化

層
の
中
位
性
が
乙
乙
で
も
指
摘
で
き
る
わ

け
だ
が
、
も
っ
と
言
え
ば
、
か
な
り
地
付
属

に
近
い
。
土
地
と
家
を
所
有
し
、
客
観
的

な
基
盤
が
あ
る
と
こ
ろ
の
永
住
意
志
で
あ

口
る
だ
け
に
、

モ
ラ
ー
ル
全
般
の
将
来
性
を

予
測
す
る
う
え
で
好
ま
し
い
結
果
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、

「
悪
口
」
に
関
し
て

悪
も
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
高
ま
り
は
時
聞
に

負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

図13

定
住
化
層
の
中
位
性
は
、
統
合
認
知
の

側
面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち

「
リ
ー
ダ
ー
評
価
」

（
図
一
五
）
は
順
相

関
し
て
お
り
、
感
情
面
で
指
摘
し
た
こ
と

が
乙
こ
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
え
る
け
れ

ど
も
、

一
方
の
図
一
四
「
マ
ト
マ
リ
」
で

は
、
逆
相
関
し
て
い
る
。
地
付
層
は
ま
と



地方都市における定住志向

とてもよくない

16.8 

15.2 

どちらとも
いえない

39.6 

30.4 

とてもよい

地付 層

定｛主化層

15.6 18.9 

リマトマ

47.8 

図14

本当にやってる

一過性層

全然やっていない

6.5 

どちらとも
いえない

40.3 

地付層

定住化層

ま
り
が
悪
い
と
み
な
し
、
か
え
っ
て
一
過

性
層
の
方
が
良
い
と
言
っ
て
い
る
。
定

住
化
層
は
、

「
と
て
も
よ
い
」
が
や
や
突

出
し
て
お
り
、
か
っ
、
プ
ラ
ス
評
価
全
体

で
は
む
し
ろ
一
過
性
層
の
方
に
近
い
。
乙

れ
に
つ
い
て
は
、
定
住
化
層
（
そ
し
て
一

価
過
性
層
に
つ
い
て
も
）
の
モ
ラ
ー
ル
の
高

評

さ
を
正
し
く
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
む
し

ろ
、
地
付
層
の
統
合
認
知
が
、
過
去
と
の

ダ
比
較
で
低
下
し
て
き
て
い
る
、
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
先
に
環
境
評
価
の
と
乙
ろ

リ

で
み
た
、
騒
音
・
振
動
や
自
然
の
め
ぐ
み

42.2 

聞
に
た
い
す
る
地
付
層
の
評
価
の
低
さ
も
乙

れ
に
関
連
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
と

に
か
く
、
よ
そ
者
の
「
侵
入
」
と
住
宅
の

7.8 

「
乱
立
」
の
あ
り
さ
ま
を
ま
の
あ
た
り
に

一過性層

見
て
、
土
地
の
人
た
ち
は
、
昔
の
農
村
が

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
北
陸
地
方
で
は
、
他
所
か
ら
の
移

二ハ五



二ハ六

入
者
を
「
嵐
郎
裁
」
と
よ
ぶ
そ
う
だ
が
、

ζ

の
言
葉
に
は
、
来
住
者
に
対
す
る
敬
遠
の
態
度
と
不
信
の
念
が
乙
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

参
加
意
欲
は
、
前
二
者
の
モ
ラ
ー
ル
と
は
異
な
る
パ
タ
ー
ン
を
示
し
た
。
地
付
層
と
一
過
性
層
が
相
似
し
た
形
で
、
そ
れ
と
定
住
化
層

の
聞
に
差
異
が
あ
る
。
図
一
六
と
図
一
七
を
や
や
誇
張
し
て
ま
と
め
れ
ば
、
地
付
層
と
一
過
性
層
は
、
カ
ネ
は
出
す
が
手
は
か
し
た
く
な

い
、
と
い
う
の
に
対
し
て
、
定
住
化
層
は
、
み
ず
か
ら
も
参
加
し
よ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
矛
盾
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
地
付
層

と
一
過
性
層
の
方
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
定
住
化
層
は
、
地
域
へ
コ
ミ
ッ
ト
す
る
用
意
が
充
分
あ
る
、
と
み
ら
れ
る
。
乙
の
こ
と
と
関
連

さ
せ
て
図
一
八
を
読
み
乙
む
と
面
白
い
と
と
が
わ
か
る
。
一
過
性
層
は
、
規
範
意
識
に
お
い
て
主
体
的
だ
が
、
そ
れ
は
タ
テ
マ
エ
に
す
ぎ

な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
参
加
モ
ラ
ー
ル
は
定
住
化
層
ほ
ど
高
く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
定
住
化
層
は
、
ノ
ル
ム
に
お
い
て
一
過
性
層
よ

り
も
主
体
性
は
や
や
省
る
も
の
の
、
け
っ
し
て
低
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
定
住
化
層
の
ノ
ル
ム
は
、
モ
ラ
ー
ル
に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
定
住
化
層
に
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
運
動
体
へ
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
い
う
構
え
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
分
析
し

た
地
域
的
集
団
参
加
の
形
態
と
論
理
的
に
整
合
す
る
も
の
で
、
無
理
の
な
い
仮
定
だ
と
い
え
る
。

玉
、
土
着
化
の
展
望

こ
れ
ま
で
低
成
長
下
の
都
市
化
状
況
を
、
北
陸
の
地
方
都
市
の
事
例
を
適
し
て
分
析
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
定
住
化
来
住
層
に
焦
点

を
絞
っ
て
、
そ
の
土
着
性
を
検
討
す
る
と
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
階
層
的
中
・
上
位
性
と
家
族
単
位

の
フ
ァ
ミ
リ
ズ
ム
に
職
住
分
離
・
サ
パ

l
パ
ニ
ズ
ム
型
の
住
居
特
性
が
結
び
つ
い
た
存
在
形
態
を
定
住
化
層
の
中
に
見
出
し
、

ζ

れ
に
よ

っ
て
、
地
域
に
対
す
る
評
価
を
高
め
う
る
前
提
条
件
が
存
在
す
る
乙
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は
、
生
活
環
境
評
価
の
面
に
、
通
勤
の
不
便

さ
や
道
路
の
危
険
性
を
訴
え
る
一
方
で
地
域
の
自
然
環
境
を
愛
で
る
、
サ
パ

1
パ
ニ
ズ
ム
の
両
義
的
な
姿
や
、
居
住
や
教
育
の
要
件
に
さ

し
迫
っ
た
要
求
を
も
っ
核
家
族
的
フ
ァ
ミ
リ
ズ
ム
の
姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
た
し
、
社
会
関
係
の
局
面
で
は
、
た
し
か
に
現
在
ま
で

の
と
乙
ろ
、
地
付
属
や
一
過
性
層
に
比
べ
て
関
係
量
が
も
っ
と
も
乏
し
い
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
ず
は
近
隣
関
係
や
町
内
会
と
い
っ



地方都市における定住志向

ぜひ参加する どちらとも 全く参加したくない
いえない

地付層 39.1 21. 7 26.1 2.2 

定住化層 36.2 19.5 

一過性層｜ 25.6 41.1 17.8 

図18 運 動 参 カ日

どちらとも
全〈協力しないぜひ協力する いえない

1也｛寸層 23.9 58.7 I L 2.2 

61.1 2.2 

定住化層 24.2 45.6 

一過性層 20.0 

図17 税金負担

住民参加
どさらとも
いえない専門家中心

六
七

定住化層 65.8 

16.7 

地付層 52.2 

一過性層 68.9 

図18 住民参加か専門家中心か



二
ハ
八

た
地
縁
的
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
と
か
ら
は
じ
め
て
地
域
に
根
を
は
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
は
っ
き
り
と
み
て
と
れ
た
し
、
ま
た
、
か
れ

ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
ラ
ー
ル
も
け
っ
し
て
低
い
と
は
い
え
ず
、
し
か
も
、
地
域
参
加
に
対
す
る
主
体
的
規
範
意
識
も
、
そ
の
モ
ラ
1

ル
に
裏
打
ち
き
れ
た
も
の
で
あ
る
ζ

と
が
う
か
が
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
冒
頭
で
予
想
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
地
付
層
｜
定
住
志
向
｜
土
着
性
、
一
過
性
層
｜
離
脱
志
向
｜
流
動
性
、
そ
し
て
「
定

住
化
層
の
中
位
性
」
、
こ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
は
、
事
実
、
ど
の
分
析
局
面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
乙
の
と
と
を
た
ん
に
指
摘
す

る
だ
け
が
、
研
究
の
目
的
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
家
族
単
位
の
階
層
的
中
・
上
位
性
の
あ
る
地
域
で
、
人
間
関
係
・
集
団
結
合
を
バ
ラ

ン
ス
よ
く
育
成
す
れ
ば
、
地
域
評
価
を
高
め
る
ζ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
。
定
住
化
層
は
、
や
は
り
ζ

の
方
向
へ
進
み
つ
つ
あ
る
と
と

を
、
北
陸
の
地
方
都
市
に
お
い
て
も
実
証
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
定
住
化
層
の
類
型
論
的
な
把
握
が
可
能
で
あ
る
乙
と

を
示
し
え
た
わ
け
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、

乙
の
土
着
化
へ
の
歩
み
が
、
将
来
確
実
に
続
く
た
め
の
条
件
が
次
に
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
二
点

の
み
指
摘
し
て
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
摘
く
乙
と
に
し
た
い
。
第
一
に
は
、
や
は
り
社
会
関
係
の
豊
富
化
が
今
後
じ
っ
さ
い
に
ど
の
程
度
、
ま

た
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
し
て
い
く
の
か
、
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
鍵
と
な
ろ
う
。
地
域
に
根
を
は
ろ
う
と
い
う
志
向
が
現
実
と
な
る
プ
ロ

セ
ス
が
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
と
で
価
値
剥
奪
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
想
定
す
る
と
と
も
可
能
だ
し
、
現
実
に
も
み
ら
れ
る
と

ζ

ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
く
の
場
合
は
、
時
聞
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
自
然
に
無
理
な
く
、
自
生
的
に
育
っ
て
く
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い

う
も
の
が
普
通
な
の
で
あ
ろ
う
。
野
々
市
の
場
合
も
、
自
然
発
生
的
な
地
域
的
社
会
関
係
を
基
盤
と
し
て
、
行
政
と
と
も
に
生
活
環
境
要

件
そ
の
他
の
問
題
解
決
を
は
か
つ
て
い
く
、
と
い
う
方
向
が
展
望
さ
れ
る
。

第
こ
に
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
全
く
ふ
れ
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
存

在
は
、
第
一
の
関
係
過
程
と
探
く
関
連
し
つ
つ
、
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
評
価
や
行
動
へ
重
要
な
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
定
住

化
層
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
が
育
っ
て
く
る
の
か
、
か
れ
ら
の
生
活
構
造
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
の
性
格
は
い
か
な
る
も
の



か
、
ま
た
か
れ
ら
は
地
付
層
お
よ
び
そ
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
と
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
き
り
結
ぶ
（
結
ば
な
い
）
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら

は
、
か
れ
ら
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
等
々
の
諸
点
に
、
私
は
深
く
関
心
を
も
つ
も

地方都市における定位志向

の
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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概
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な
お
、
鈴
木
の
生
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・
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は
独
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か
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も
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私
の
技
術
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熟
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に
よ
る
も
の
で
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と
の
点
、
応
用
面
で
の
工
夫
を
今
後
重
ね
て
ね
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
最
小
限
、
階
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を
住
民
層
（
後
述
）
の
デ
モ
、
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ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
に
は
視
野
に
入
れ
て
い
る
が
。
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と
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会
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編
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会
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茶
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。
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六
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。

（
U
）
〈
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ノ
・
ヒ
ト
・
コ
コ
ロ
〉
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
ほ
か
に
、
次
を
参
照
。

鈴
木
広
編
『
現
代
地
方
都
市
の
位
置
と
課
題
』
直
方
地
域
開
発
懇
談
会
、
一
九
七
五
年
。
鈴
木
広
・
金
子
勇
・
一
ニ
浦
典
子
・
矢
野
英
美
・
谷
富
夫

「
市
民
意
識
と
指
導
者
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」
九
州
経
済
調
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協
会
編
『
直
方
都
市
閣
の
成
長
と
市
民
生
活
の
長
期
構
想
』
直
方
地
域
開
発
懇
談
会
、
一
九
七
八
年
。

（
日
）
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
ラ
ー
ル
と
社
会
移
動
の
研
究
』
、
三
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
同
書
、
四
三
五
｜
四
三
六
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。

（
汀
）
同
書
、
四
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
沼
〉
同
書
、
五
五
六
ぺ
l
タ。

一
九
八
二
年
、

（
付
記
）
本
稿
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
五
日
に
兵
庫
教
育
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
目
・
本
都
市
社
会
学
会
大
会
に
お
け
る
研
究
報
告
の

草
稿
に
加
筆
訂
正
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
主
旨
に
変
更
は
な
い
。


