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世
帯
構
成
の
地
帯
的
再
編
過
程
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一
九
五
五
年
を
画
期
と
す
る
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
「
高
度
成
長
」
過
程
へ
の
移
行
か
ら
、
現
在
に
至
る
ま
で
四

半
世
紀
余
り
が
経
過
し
た
。
現
在
我
々
が
生
活
問
題
の
分
析
に
着
手
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
四
半
世
紀
の
日
本

経
済
の
展
開
が
生
活
場
面
に
提
起
し
た
問
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
分
析
が
可
能
で
あ
り
、
ま

た
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
も
同
様
の
観
点
か
ら
、
生
活
の
担
い
手
集
団
で
あ
る
家
族
に
焦
点
を

あ
て
て
、
こ
の
間
の
家
族
に
生
じ
た
変
化
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
本
稿
で
は
こ
れ
を
全
国
統
計
を

用
い
て
行
な
う
必
要
上
、
家
族
と
い
う
よ
り
世
帯
が
直
接
的
な
分
析
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
家
族
と
世
帯
は
実
際
上

は
重
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
少
な
く
と
も
概
念
的
に
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
家
族
は
文
化
的
に

も
多
義
的
な
概
念
で
あ
り
分
析
手
法
に
も
多
様
性
が
要
求
さ
れ
る
一
方
で
、
通
常
の
統
計
分
析
と
し
て
は
世
帯
を
用

い
る
の
が
よ
り
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
本
稿
で
の
家
族
は
と
り
わ
け
そ
の
「
生
活
集
団
」
と
し
て
の
側
面
に
お



い
て
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
家
族
を
問
題
と
す
る
方
法
と
し
て
統
計
上
の
世
帯
を
用
い
て

さ
し
っ
か
え
は
な
い
と
思
う
。
以
下
、
前
半
は
主
に
一
九
六

0
年
代
を
、
後
半
は
さ
ら
に
八

O
年
に
い
た
る
時
期
を

対
象
と
し
て
、
特
に
世
帯
の
地
域
的
差
異
の
動
向
に
注
目
し
な
が
ら
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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労
働
力
移
動
と
核
家
族
化
進
展
の
地
域
的
差
異

世干帯構成の地帯的再編過程

日
本
の
世
帯
の
実
態
を
全
国
的
視
野
で
分
析
す
る
揚
合
に
有
効
な
資
料
と
な
る
『
国
勢
制
査
報
告
』
が
、
世
帯
分

類
の
ひ
と
つ
に
「
核
家
族
世
帯
」
を
設
け
た
の
は
一
九
六
五
年
調
査
什
め
で
あ
る
。
「
核
家
族
」
が
新
造
語
と
し
て

学
界
で
認
め
ら
れ
た
の
は
そ
れ
に
先
立
つ
五
八
年
の
こ
と
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
六

O
年
を
前
後
す
る
「
核
家

族
」
登
場
の
経
緯
は
、
当
時
の
日
本
の
世
帯
に
生
じ
て
い
た
変
化
を
何
程
か
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
核
家
族
と
い

う
世
帯
形
態
な
い
し
構
成
は
、
そ
れ
ま
で
も
直
系
家
族
の
周
期
的
な
発
展
の
必
然
的
な
一
段
階
と
し
て
、
あ
る
い
は

{
3
)
 

家
族
の
諸
分
居
償
行
の
な
か
で
か
な
り
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
れ
が
特
に
世
帯
分
類
の
一
類
型
と
し
て
定
置
さ
れ
る
に

至
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
単
に
核
家
族
世
帯
が
存
在
す
る
と
い
う
静
態
的
事
実
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に

ひ
と
つ
の
画
期
的
な
変
化
H
核
家
族
化
が
進
展
す
る
と
い
う
動
態
的
事
実
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
五
五
年
か
ら
八

O
年
に
至
る
期
間
の
核
家
族
世
帯
数
の
動
向
を
ま
ず
概
観
し
て
お
こ
う
。
表
ー
が
示
す
よ
う

に
核
家
族
世
帯
は
全
体
と
し
て
一
貫
し
た
増
加
傾
向
に
あ
り
、
な
か
で
も
六

O
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
は
そ
れ
が

特
に
著
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
五
年
ゴ
と
に
二
五

O
I
七

O
万
戸
以
上
の
増
加
ぺ

l

ス
が
現
わ
れ
て
い

1 -1 3 
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家族形態別世帯数の変化

親族世帯

実 数|指数 数 〈 比 率 ) l 指 数 笑 数 |指数

1955年 1.677万戸 100.0 1.035万戸 (61.7) 100.0 642万戸 100.0 

1960年 1.858万戸 110.8 1.179万戸 (63.5) 113.9 679万戸 105.8 

1965年 2.121万戸 126.5 1. 446万戸 (68.2) 139.7 675万戸 105.1 

1970年 2.387万戸 142.3 1.705万戸 (71.4) 164.7 682万戸 106.2 

1975年 2.675万戸 159.5 1.981万戸 (74.1) 191. 4 694万戸 108.1 

1980年 2.841万戸 169.4 2.140万戸 (75.3) 206.8 701万戸 109.2 

表 1

注〉 比率は親族世帯に占める比率.沖縄は除く.

(資料) r国勢調査報告』

し
か
し
七
五

t
八
O
年
は
一
六
O
万
戸
程
度
の
増
加
に

と
ど
ま
り
五
五

i
六
O
年
水
準
に
立
ち
民
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
核
家

族
世
帯
数
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
前
半
に
か

け
て
が
著
し
く
、
こ
の
時
期
に
増
加
の
一
大
傾
向
が
現
わ
れ
た
と
い
う

点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
時
期
に
核
家
族
率
の
上
昇
巾
も
拡
大

し
て
い
る
。
六
O
年
の
六
三
・
五
%
か
ら
七
五
年
に
は
七
四
・
一
%
と

一
O
%
以
上
の
上
昇
が
あ
っ
た
。
こ
の
急
上
昇
の
現
象
を
「
核
家
族

化
」
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
六
O
I
七
五
年
に
生
じ
た
一
大

現
象
と
し
て
時
期
的
限
定
性
を
与
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

以
上
の
実
態
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
世
帯
の
分
類
概
念
と
し
て
の
「
核
家

族
」
が
一
定
の
時
期
的
特
徴
を
も
っ
た
変
化
H

核
家
族
化
の
な
か
で
登

場
し
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
核
家
族
化
の
意
義
も
「
核
家
族
」
と
い
う

用
語
の
一
般
的
な
概
念
の
な
か
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
九
六
O
年
か

ら
七
五
年
と
い
う
特
定
の
時
期
の
現
実
の
な
か
に
こ
そ
求
め
る
必
要
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
で
は
こ
の
時
期
の
核
家
族
化
に
つ
い
て
一

層
立
入
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
こ
こ
で
用
い

て
い
る
核
家
族
率
の
算
定
方
法
に
関
し
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に

す
る
。
そ
れ
は
統
計
処
理
上
も
、
ま
た
研
究
史
上
も
無
視
で
き
な
い
問

る
の
で
あ
る
。



世帯構成の地徳的再編過程

題
が
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

通
常
の
世
帯
を
分
析
す
る
場
合
に
は
統
計
分
類
上
の
普
通
世
帯
を
と
り
あ
げ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、

こ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
普
通
世
帯
は
す
べ
て
が
家
族
集
団
を
構
成
員
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合

に
家
族
集
団
以
外
の
普
通
世
帯
の
大
多
数
を
占
め
る
単
独
世
帯
の
取
扱
い
方
が
従
来
よ
り
問
題
と
な
っ
て
仁
川
)
。
そ

の
最
大
の
焦
点
は
単
独
世
帯
を
家
族
の
範
暗
に
含
め
る
か
否
か
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
生
計
が

家
族
集
団
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
担
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
家
族
の
集
団
性
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
あ
り

方
(
核
家
族
が
拡
大
家
族
か
〉
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
家
族
集
団
が
形
成
す
る
世
帯
(
親
族
世
帯
)
と
単
独
世

帯
と
の
境
界
線
を
ど
こ
で
引
く
か
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
親
族
世
帯
内
部
の
違
い
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
核
家

族
率
も
実
態
の
よ
り
厳
密
な
把
握
の
た
め
に
は
、
核
家
族
世
帯
数
の
普
通
世
帯
数
に
対
す
る
比
率
で
は
な
く
、
親
族

世
帯
(
普
通
世
帯
の
八
四

%
l
一
九
八

O
年
)
に
対
す
る
そ
れ
を
用
い
る
の
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
単
独
世
帯
の

持
つ
現
実
上
の
問
題
は
決
し
て
過
少
評
価
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
の
分
析
が
統
計
を
資
料
と
し
て
い
る
こ
と
よ
り
数

値
の
妥
当
性
を
期
す
た
め
に
も
、
ま
た
上
述
の
理
由
か
ら
も
核
家
族
率
の
算
定
に
あ
た
っ
て
単
独
世
帯
は
捨
象
し
て

取
扱
っ
た
。

こ
こ
で
も

1 -1 

と
こ
ろ
で
核
家
族
率
の
格
段

ω伸
び
が
明
瞭
に
な
っ
た
一
九
六
五

1
の
国
勢
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
か
な
り
詳
細

な
分
析
結
果
が
す
で
に
存
在
す
る
。
そ
こ
で
は
単
独
世
帯
が
核
家
族
的
世
帯
に
一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
分
析

視
点
が
家
族
意
識
や
生
活
規
範
の
変
化
等
を
含
む
社
会
学
的
問
題
局
面
を
包
括
す
る
「
家
族
変
動
」
諭
に
お
か
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
等
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
し
て
必
ず
し
も
そ
の
分
析
結
果
を
全
面
的
に
踏
襲
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
お
注
目
す
べ
き
論
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

5 
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ま
ず
第
一
点
は
核
家
族
的
世
帯
を
地
域
別
に
類
型
化
す
る
と
い
う
試
み
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
の
ち
に
詳
し
く
み
る

よ
う
に
核
家
族
世
帯
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
現
実
に
意
味
す
る
事
柄
に
は
相
当
の
地
域
的
差
異
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で

地
域
差
と
い
う
問
題
を
核
家
族
世
帯
の
分
析
に
導
入
し
た
こ
と
は
極
め
て
有
意
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二

に
は
地
域
別
類
型
の
内
容
と
し
て
、
大
別
す
れ
ば
若
年
型
、
中
年
型
、
高
年
型
と
い
う
年
齢
構
成
の
区
分
を
通
じ
て

地
域
差
を
か
な
り
明
瞭
に
検
出
し
え
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
区
分
は
当
時
の
核
家
族
率
に
お
い
て
最
高
位

に
あ
っ
た
東
京
都
と
こ
れ
に
近
接
す
る
比
率
の
鹿
児
島
県
そ
し
て
最
低
位
の
山
形
県
と
い
う
一
都
二
県
の
比
較
分
析

に
よ
り
、
各
県
の
違
い
が
核
家
族
的
世
帯
の
世
帯
主
に
お
け
る
年
齢
構
成
の
違
い
に
対
応
す
る
と
い
う
結
果
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
「
核
家
族
化
」
を
「
直
系
家
族
的
基
盤
の
上
に
急
激
に
そ
の
出
現
頻
度
を
増
加
さ
せ

て
い
る
事
を
い
う
」
と
さ
れ
、
そ
の
基
盤
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
な
が
ら
山
形
県
に
代
表
さ
れ
る
中
年
型
に
コ
ニ

代
同
居
の
家
の
伝
統
が
今
も
な
お
相
当
に
維
持
さ
れ
て
い
る
」
傾
向
を
み
、
他
方
で
高
度
成
長
に
対
応
す
る
変
化
局

面
と
し
て
東
京
都
の
若
年
型
ハ
人
口
流
入
に
よ
る
〉
と
鹿
児
島
県
の
老
年
型
(
人
口
流
出
に
よ
る
〉
の
対
照
性
も
浮

き
ぼ
り
に
し
た
の
で
あ
る
。

の
ち
に
み
る
よ
う
に
東
京
都
と
鹿
児
島
県
そ
れ
に
山
形
県
の
そ
れ
ぞ
れ
の
核
家
族
世
帯
の
特
徴
に
は
明
瞭
な
違
い

が
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
地
域
別
類
型
化
と
い
う
視
点
は
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
し
か
し

世
帯
主
の
年
齢
構
成
の
地
域
差
を
も
っ
て
類
型
化
を
試
み
た
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
と
い
え
よ
う
。
年
齢
構
成
に
し

て
も
核
家
族
率
に
し
て
も
い
わ
ば
結
果
的
な
現
象
で
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
核
家
族
率
や
年
齢
構
成
に
お
け
る
地
域

差
を
引
き
起
こ
し
た
現
実
過
程
そ
の
も
の
に
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
初
め
に
み
た
六

O
年
か
ら
七
五
年
の
接
家
族

佑
現
象
を
こ
の
現
実
過
程
に
視
点
を
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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地
域
差
な
い
し
地
域
格
差
は
多
様
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
基
本
要
因
は
戦
後
日

本
資
本
主
義
の
「
高
度
成
長
」
の
各
地
域
へ
の
独
自
な
規
定
の
あ
り
方
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
地
域

間
と
産
業
部
門
聞
の
両
側
面
で
生
じ
た
労
働
力
移
動
の
各
地
域
に
お
け
る
あ
り
方
が
地
域
差
を
招
来
し
た
。
そ
し
て

こ
の
労
働
力
移
動
こ
そ
核
家
族
世
帯
の
地
域
差
に
結
び
つ
く
主
要
な
現
実
過
程
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図
ー
に
よ
る
と
既
成
商
工
業
地
帯
で
あ
っ
た
京
浜
と
京
阪
神
の
各
中
核
に
あ
た
る
東
京
と
大
阪
で
は
一
九
五

0
年

代
の
前
半
に
百
万
か
ら
二
百
万
人
台
の
人
口
増
が
あ
っ
た
。
こ
の
両
地
域
で
は
そ
の
後
七

O
年
ま
で
確
実
に
著
し
い

増
加
ぺ

1
ス
に
あ
り
、
現
在
の
人
口
集
積
に
お
け
る
他
を
抜
き
ん
出
た
地
位
が
特
に
六

0
年
代
に
鮮
明
に
形
成
さ
れ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
以
外
で
も
「
高
度
成
長
」
の
始
点
で
あ
る
五
五
年
以
降
は
著
し
い
増
加
に
転
じ
る

県
が
出
現
し
て
い
る
。
神
奈
川
、
愛
知
、
福
岡
、
北
海
道
で
は
六

O
年
に
至
る
五
年
間
で
そ
れ
ぞ
れ
百
万
人
以
上
の
人

口
増
が
あ
り
、
な
か
で
も
神
奈
川
は
こ
の
五
年
間
百
万
人
増
を
七

0
年
代
前
半
ま
で
堅
持
し
、
七
五
年
に
東
京
、
大

阪
に
次
ぐ
第
三
位
の
人
口
集
積
県
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
六

0
年
代
に
入
る
と
こ
の
よ
う
な
人
口
急
増
県
に
埼
玉
・

千
葉
・
静
岡
・
兵
庫
の
諸
県
が
参
入
し
た
。
す
な
わ
ち
、
六

0
年
代
に
は
顕
著
な
人
口
集
積
が
、
東
京
と
大
阪
を
二

大
拠
点
と
し
て
隣
接
県
へ
と
範
囲
を
拡
大
す
る
と
い
う
形
態
で
進
展
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

一
方
、
二
百
万
人
台
以
下
の
県
に
つ
い
て
は
大
き
な
人
口
増
加
傾
向
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
口

減
少
に
転
じ
た
県
が
続
出
し
た
。
表
2
に
よ
る
と
人
口
が
減
少
し
た
県
が
六

0
年
代
で
二

0
1
二
五
を
数
え
、
全
国

の
過
半
数
に
及
ん
で
い
る
。
減
少
程
度
の
激
し
さ
が
最
も
窺
わ
れ
る
六
五
年
に
つ
い
て
そ
の
内
訳
を
み
る
と
山
陰
、

四
国
、
南
九
州
そ
し
て
東
北
の
、
一
部
を
除
く
多
く
の
県
が
含
ま
れ
て
い
る
。
首
都
圏
、
近
畿
圏
か
ら
速
い
ほ
ど
人

口
減
少
が
激
し
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

1 -1 7 
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図1 人口階層別都道府県数の変化と主要都道府県人口増の軌跡

1，1閃ĥ古
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注〉 沖縄は除く。各年の合計はすべて46.
(資料) r日本統計年鑑~ 1981年度版
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人口減少県の分布とその変化

増10加00人率(人口 |l 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1の965年分の減少県布
につき〉年年年年年年年

-70人台 2 島根，徳島

-60人台 1 1 長崎

-50人台 1 I 鹿児島

-40人台 1 6 1 秋熊本田 大山形分 高宮知崎

-30人台 1 5 5 4 福徳島島 高鳥取知， 山口

-20人台 2 9 2 6 岩手，山梨

-10人台 1 4 5 4 新香潟川 福長野岡， 岡山

-10人未満 6 7 3 3 5 青森，宮山，福井

表2

計|
注〉 沖縄は除<0 1980年の減少県は東京都 (-5.0ル〉である。
〈資料〉 図 1に同じ。

5 20 25 26 7 3 合

こ
の
よ
う
に
し
て
わ
ず
か
十
年
余
り

の
聞
で
二
倍
な
い
し
そ
れ
以
上
の
人
口

増
の
波
が
東
京
・
大
阪
を
中
心
と
す
る

「
太
平
洋
ペ
ル
ト
地
域
」
で
広
が
っ
た

一
方
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
人
口
減
少

県
が
続
出
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
前
者

を
労
働
力
流
入
地
域
、
後
者
を
労
働
力

流
出
地
域
と
す
る
労
働
力
移
動
の
実
態

(
太
平
洋
ペ
ル
ト
地
域
集
中
的
労
働
力

移
動
)
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と

み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
こ

う
し
て
集
中
し
た
労
働
力
が
第
二
・
コ
一

次
産
業
部
門
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
結
果
六

0
年
代
に
お
け
る
就
業
構
造
の
地
域
格

差
も
歴
然
と
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
(
表

3

・4
〉
。



全国

北海道

東北

北陸

北関東

南関東

東山

近 草

山陽

四国

北九州

南九州

全国

北海道

東北

北陸

北関東

南関東

東山

表3 産業別就業者数の推移
第 1 次産業

10 

実 数(1，000人〉 指数 (1955年=100，?の

1955iF-1196。司1965年11例年1975叫980年1960年1965年1970年1975年1980年

16，111 14，239 11，742 10，087 7，301 6，007 88.4 72.9 62.6 45.3 37.3 

848 781 618 516 397 349 92.1 72.9 60.9 46.8 41.1 

2，469 2，257 1，912 1，72 1，358 1，053 91.4 77.4 69.8 55.0 42.7 

1，252 1，127 927 780 516 413 90.0 74.1 62.3 41. 2 33.0 

1，359 1，225 1，016 891 665 553 90.1 74.8 65.5 48.9 40.7 

1，334 1，177 970 813 584 484 88.2 72.7 60.9 43.8 36.3 

765 655 550 472 345 291 85.6 71.8 61.7 45.1 38.1 

1，566 1，381 1，154 964 649 535 88.2 73.7 61. 6 41.4 34.2 

537 459 386 328 220 159 85.6 71.9 61. 2 41. 0 29.7 

763 629 525 442 290 247 82.4 68.8 57.9 38.1 32.3 

433 384 300 265 197 163 88.6 69.3 61. 2 45.4 37.6 

1， 096 960 775 641 435 345 87.6 70.7 58.4 39.6 31. 5 

1，005 862 700 596 428 372 85.8 69.7 59.3 42.5 37.1 

1， 266 1， 109 922 804 587 497 87.6 72.8 63.5 46.3 39.3 

1，417 1， 233 986 851 631 545 87.0 69.6 60.0 44.5 38.5 

第 2 次産業

9，220 12，762 14，901 17，706 18，019 18，528 138.4 161.6 192.0 195.4 201. 0 

414 518 574 626 638 657 125.3 138.9 151. 5 154.4 158.9 

560 691 754 998 1，120 1，315 123.5 134.8 178.3 200.1 235.0 
511 663 754 894 963 1，008 129.7 147.4 174.8 188.2 197.1 
408 546 679 915 983 1，076 133.6 166.1 224.1 240.7 263.5 

1， 989 3，166 4，019 4，653 4，585 4，591 159.1 202.0 233.9 230.5 230.7 

233 319 372 477 494 524 137.0 159.8 205.0 212.~ 225.5 

東近:島匙海 1，3301 1，8571 2，1551 2，羽512，6151 2，7191 139.61 162.11 194.41 196.71 204.4 
4081 5551 6411 7641 7711 7891 135.91 156.91 187.11 188.71 193.1 

1，39212，02812，44012，7521 2，5591 2，4561145.61175.31197.71183.81176.4 

山陽 5361 7141 8121 1， 0061 1，0641 1，0331 133.21 151. 41 187.51 198.31 192.6 

四国 3371 3961 4331 5401 5781 5921117.31128.51160.11171.21175.4 

北九州 7351 8781 8151 9341 9971 1，0141 119.51 110.91 127.21 135.71 137.9 
南九州 2661 3141 3251 3951 4631 5421117.91122.01148.21173.91203.4 
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第 3 次産業

l 実 数(1，000人-;I指数(1955年=100，%) 

95昨|附年1 1附if.11970年11975年11蜘制1960"F-11965"F-11970年11975~1捌年

1 -1 

全国 13，928 16，704 20，960 24，298 27，276 30，584 119.9 150.5 174.5 195.8 219.6 

北海道 712 882 1， 133 1. 307 1. 423 1. 584 123.9 159.1 183.5 199.8 222.5 

東北 1， 143 1，342 1，587 1， 837 2，052 2，329 117.5 138.9 160.7 179.6 203.8 

北陸 716 832 996 1. 142 1，271 1. 407 116.1 139.1 159.5 177. 4 196.4 

北関東 633 722 873 1. 021 1， 202 1，415 114.0 138.0 161.4 189.9 223.6 

南関東 3，175 3，983 5，350 6，348 7，342 8，285 125.4 168.5 200.0 231.3 261.0 

東山 378 431 499 557 614 681 114.1 132.1 147.5 162.7 180.4 

:毎

1，432 1，768 2，251 2，621 2，970 3，332 123.4 157.2 183.0 207.4 232.6 

617 705 854 973 1，104 1，257 114.3 138.5 157.8 178.9 203.7 

1. 704 2，119 2，806 3，267 3，577 3，928 124.4 164.7 191. 7 209.9 230.5 

207 244 275 305 33-3 364 117.9 133.1 147.7 159.6 176.1 

山陽 835 958 1， 157 1. 328 1，467 1，613 114.8 138.6 159.1 175.7 193.3 

四国 572 656 767 872 950 1，046 114.8 134.1 152.5 166.2 182.9 

北九州 1，186 1，364 1，602 1，804 1，960 2，193 115.0 135.1 152.0 165.2 184.9 

南九州 619 698 810 916 1， 014 1，149 112.8 130.8 147.8 163.7 185.6 

11 

注〉ゴチッタ体は全国指数を10%以上上回ったものについて。

各地域区分は次の通りである。以下各表とも同じ.

東北:青森，秋田，岩手，山形，宮斌，福島の6県.北陸:新潟，富山.石川.福井の4
県。北関東.茨貌，栃木.群馬の3県。商関東:東京都と埼玉，千葉，神奈川の H匹。

東山:山製，長野の2県。東海 ・岐阜，静岡，愛知，三賞の4県。近畿内陸:京都府と滋

賀.寮良の 2県.近畿臨海.大阪府と兵庫，和歌山の 2県.山陰 :鳥取，島根の2県。

山陽 :岡山，広島，山口の 3県。四国 .徳島，香川，愛媛，高知の4県.北九州 :福岡，

佐賀，長崎，大分の 4照。南九州・熊本，宮崎，鹿児島の 3県。但し沖縄県は除く.

〈資料) r国勢調査報告』

周
知
の
と
お
り
一
九
五
五

年
を
起
点
と
す
る
戦
後
日
本

資
本
主
義
の
「
高
度
成
長
」

は
「
投
資
が
投
資
を
よ
ぷ
」

と
い
う
強
蓄
積
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
規
定
さ
れ
て
、
六

0
年

代
を
通
じ
て
膨
大
な
労
働
力

を
吸
収
し
た
。
五
五
年
か
ら

十
年
間
に
わ
た
る
第
二
・
三

次
産
業
へ
の
新
追
加
労
働
力

は
二
千
七
百
万
人
近
く
に
逮

し
た
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
の

ほ
ぼ
半
数
が
新
規
学
卒
者
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
若
年
労
働
力
が
労

働
力
流
入
県
に
集
中
し
た
と

い
う
の
が
こ
の
時
期
の
労
働

力
移
動
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
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表

4
産
業
別
就
業
者
比
率
の
推
移
(
%
)

年
次

5年
196咋

~~1~!:時
本

1畔
ギ

1975年
中

1985年
産

業
部

門
第

1次!第
2次同

3次岡崎明
2次!第

3
判
第

2判
第
3~M1次

陣
2次
陣

3l!){:m1次
陣

2判
第

3l!){iM1次|第2次|第3次
全

国
41.0 

23.5 
29.2 

38.2 
24.71 

3
1. 3

 44.01 
19.41 

34.0 
46.6 

55.5 

~t 
海

道
43.0 

2
1. 0

 36.1! 
35.8 

23.8 
40. 

23.21 
25.8 

51.01 
2
1.
11 

25.6 
53.4 

16.21 
26.0 

57.91 
13.51 

25.4 
6
1.
2

 

東
~I: 

59.2 
13.4 

27.41 
52.6 

16.1 
31.3 

37.31 
37.81 

2
1. 9

 40.3 
30.01 

24.7 
45.31 

22.41 
28.0 

49.6 

北
陸

50.5 
20.6 

28.91 
43.0 

25.3 
3
1. 7

 34.61 
28.2 

37.2127.7131.7 
40.6 

18.81 
35.0 

46.21 
14.61 

35.6 
49.8 

北
関

東
56.5 

17.0 
26.41 

49.1 
21.9 

29.0 
39.61 

26.4 
34.0: 

31. 5! 
32.4 

36.1 
23.31 

34.5 
42. 21 

18. 21 
35. 3

 46.5 

南
関

東
20.5 

30.6 
48.9: 

14.1 
38.0 

47.8 
9.4 

38.9 
5
1. 7

 
6.9 

4.7 
36.6 

58.7 
3.6 

34.41 
62.0 

東
山

55.6 
16.9 

27.51 
46.6 

22.7 
30.7 

38.7 
26.2 

35.1 
31.3 

3
1. 71 

37.0 
23.7 

34.0 
42.3 

19.5 
35.01 

45.5 

東
海

36.2 
30.7 

33.11 
27.6 

37.1 
35.3 

20.8 
38.8 

40.5 
15.6 

4
1. 91 

42.5 
10.4 

41.9 
47.6 

8.1 
41.3 ，

 
50.6 

近
畿

内
陸

34.4 
26.1 

39.5 
26.7 

32.3 
4
1.
0

 20.5 
34.1 

45.4. 
15.9 

37.0 
47.1 

10.5 
36.8 

52.7 
7.2 

35.8 
57.0 

近
哉

臨
海

19.8 
36.1 

44.2 
13.2 

42.5 
44.4 

9.1 
42.3 

48.6 
6.8 

42.6 
50.6 

4.5 
39.8 

55.7 
3.7 

37.0 
59.2 

山
陰

32.8 
42.71 

18.2 
39.1 1Ej 

46.21 
22.0: 

28.8 
49.2 

山
陽

44.41 
2
1. 7

 33.81 
36.51 

27.1 
36.4 

28.21 
29.6 

42.2 
49.51 

11.51 
34.5 

53.9 

四
国

52.5117.6 
29.91 

45.01 
20.7 

34.3 
36.81 

22.8 
40.4 

29.7i 
26.91 

43.41 
2
1. 91 

29.6 
48.61 

18.51 
29.5 

52.0 

~I: 
九

州
39.8: 

23.1 
37.21 

33.11 
26.2 

40.7 
27.61 

24.4 
48.0 

22.71 
26.4' 

50.91 
16.61 

28.1 

~I ;~:~I 
59.2 

甫
九

如、
l

61.6
，

 11. 6
 26.9i 

54.9j 
14.0 

31.1 
46.51 

15.3 
38.2 

39.4118.31 
42.41 

29.9
1

 22.0 
48.11 

24.41 
24.2 

5
1. 
4

 

注〉
沖
縄
県
は
除
<
.
ゴ
チ
ッ
グ
体
は
全
国
を
10'

百
以

上
上

回
る

も
の

資
料

)
r 国

際
調
査
報
告
』
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い
っ
て
よ
い
。
そ
の
結
果
先
に
み
た
よ
う
に
六
五
年
に
は
単
独
世
帯
を
含
む
核
家
族
的
世
帯
に
お
い
て
、
東
京
都
の

「
若
年
型
」
と
い
う
特
徴
も
検
出
し
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
般
的
に
も
こ
の
よ
う
な
若
年
労
働
力
が
流
入
地
域
に
お

け
る
核
家
族
世
帯
の
増
大
に
結
び
つ
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
六
O
I
七
五
年
の
核
家
族
世
帯
の
増
加
率
を

地
域
別
に
み
る
と
南
関
東
日
首
都
圏
を
筆
頭
に
近
畿
・
東
海
と
い
っ
た
地
域
で
著
し
く
高
い
(
表
5
)
。
反
対
に
最
も

低
い
の
は
九
州
〈
福
岡
を
除
く
)
と
山
陰
で
、
こ
れ
ら
に
次
ぐ
の
が
東
山
、
北
陸
、
四
国
、
東
北
の
各
地
域
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
す
で
に
み
た
(
表
1
〉
全
国
レ
ベ
ル
で
の
核
家
族
世
帯
数
の
急
増
傾
向
と
は
、
全
国
的
な
現
象
だ
っ
た

と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
主
と
し
て
「
太
平
洋
ペ
ル
ト
地
域
」
に
生
じ
た
地
域
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
働
力
移
動
に
お
け
る
流
入
地
域
と
流
出
地
域
の
聞
の
核
家
族
世
帯
数
の
動
向
の
差
異
は
核
家
族
率

に
お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
。
六
O
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
の
核
家
族
率
の
上
昇
巾
は
、
首
都
圏
お
よ
び
近
畿
圏

の
約
一
二
%
を
最
大
に
し
て
「
ペ
ル
ト
地
域
」
で
は
総
じ
て
一
O
%
以
上
で
あ
る
が
、
東
北
、
北
陸
、
東
山
で
は
五

l
七
%
前
後
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
う
ち
全
国
で
最
も
伸
び
巾
の
小
さ
か
っ
た
北
陸
(
五
・
四
%
)
は
首
都
圏
の
半

分
に
も
及
ば
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
の
核
家
族
率
の
急
上
昇
日
核
家
族
化
も
と
り
わ
け
「
太
平
洋
ベ
ル

ト
地
域
」
に
生
じ
た
現
象
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
核
家
族
化
の
進
展
に
し
て
も
、
ま
た
核
家
族
世
帯

数
の
増
加
に
し
て
も
、
そ
れ
が
六

0
年
代
を
中
心
と
す
る
「
ペ
ル
ト
地
域
」
.集
中
的
な
労
働
力
移
動
の
直
接
的
な
帰

結
で
あ
っ
た
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
労
働
力
流
入
地
域
に
お
け
る
核
家
族
化
と
は
別
に
、
労
働
力
流
出
地
域
に
も
独
自
の
「
核
家
族
化
」
の

生
じ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
四
国
・
九
州
の
両
地
域
で
は
六
O
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
核
家
族
率
が
八
%
(
九

州
〉
か
ら
一

o
w
m
(
四
国
)
の
上
昇
を
示
し
た
ハ
表
5
)
。
こ
の
地
域
は
核
家
族
世
帯
の
増
加
率
で
は
全
国
的
に
最

1 -1 13 
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表
5

地
域

別
核

家
族

世
帯

数
の

推
移

|
 核

家
族

世
帯

数
(1
，000

1捌年|い
1別96僻|い即附9釘

7初0年
|い同凶ω即97符5年

|い
1問9鉛8ω0

北
海

道
693 

840 

東
~1: 

928 
1，057 

:ll: 
陸

536 
596 

東
山

323 
363 

北
関

東
552 

648 

南
関

東
2，533 

3，499 

東
海

1，197 
1，506 

近
畿

1，961 
2，543 

山
陽

1，263 
1，458 

山
陰

152 
165 

四
国

510 
569 

九
州

1，140 
1，221 

注〉
福
岡
県
は
山
陽
地
方
に
算
入
し
た
.

〈
資
料
)

r
国
勢
調
査
報
告
』

957 
1，094 

1，188 

1，179 
1，307 

1，390 

652 
716 

756 

392 
432 

457 

756 
894 

995 

4，421 
5，364 

5，873 

1，813 
2，126 

2，289 

3，107 
3，635 

3，888 

1 ，660 
1，911 

2，051 

177 
192 

203 

625 
702 

750 

1，307 
1，441 

1，561 

6
N
U
5

・1~17か

2
1. 2

 
13.9 

14.3 
8.6 

13.9 
11.5 

10.9 
6.4 

1 1. 2
 
9.4 

9.8 
5.6 

12.4 
8.0 

10.2 
5.8 

17.4 
16.7 

18.3 
1 1. 3

 

38.1 
26.4 

21.3 
9.5 

25.8 
20.4 

17.
3

 
7.7 

29.7 
22.2 

17.0 
6.9 

15.4 
13.9 

15.1 
7.3 

8.6 
7.3 

8.5 
5.7 

1 1. 6
 
9.8 

12.3 
6.8 

7.1 
7.0 

10.3 
8.3 

70.7 
75.0 

77.
8

 
80.7 

82.2 

54.7 
58.0 

60.4 
62.0 

62.6 

53.4 
55.8 

57.5 
58.8 

59.5 

58.6 
62.0 

63.1 
64.7 

65.6 

56.9 
61.0 

64.0 
66.6 

68.2 

69.8 
75.6 

78.9 
81.6 

82.9 

6
1. 2

 65.9 
68.9 

71.2 
72.0 

66.7 
72.

1
 75.7 

78.4 
79.7 

64.6 
68.9 

7 1. 
9

 74.6 
75.8 

52.4 
55.4 

57.9 
59.9 

60.9 

60.0 
64.2 

67.1 
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71.5 
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70.2 
72.
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鹿
児
島
県
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
は
次
節
に
ゆ
ず
る
が
、
先
述
の
六
五
年
分
析
結
果
に
よ
る
と
鹿
児
島
県
は
「
高
年

型
」
を
示
し
て
い
た
。
当
県
が
高
度
経
済
成
長
期
の
代
表
的
な
人
口
減
少
県
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ

の
「
高
年
型
」
核
家
族
世
稽
が
若
年
労
働
力
の
流
出
に
よ
る
い
わ
ば
グ
と
り
残
さ
れ
た
核
家
族
グ
で
あ
っ
た
こ
と
は

十
分
推
察
可
能
で
あ
る
。
労
働
力
移
動
が
一
方
で
新
設
核
家
族
の
増
大
に
よ
る
核
家
族
化
を
進
展
さ
せ
た
も
う
一
方

で
は
、
家
族
の
縮
少
再
生
産
方
向
を
示
唆
す
る
核
家
族
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
も
に
「
高
度
成
長
」
が
各

地
域
を
規
定
し
た
独
自
的
あ
り
方
の
世
帯
に
お
け
る
一
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

世
帯
構
成
の
地
帯
的
再
編

世帯構成の地帯的再編過程

核
家
族
世
帯
数
の
急
増
を
と
も
な
っ
た
核
家
族
化
の
進
展
は
主
と
し
て
「
太
平
洋
ぺ
ル
ト
地
域
」
に
み
ら
れ
た
現

象
で
あ
っ
た
が
、
本
節
で
は
核
家
族
世
帯
だ
け
で
は
な
く
拡
大
家
族
世
帯
も
含
め
て
、
ま
た
対
象
時
期
も
一
九
八

O

年
ま
で
広
げ
て
、
こ
れ
ら
二
類
型
に
区
別
さ
れ
る
世
帯
構
成
の
地
域
的
な
特
徴
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
前
掲

表
l
に
再
び
立
戻
っ
て
お
く
と
、
拡
大
家
族
世
帯
数
の
動
向
に
は
大
き
な
変
化
の
な
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
核
家

族
世
帯
の
著
し
い
増
加
傾
向
と
比
べ
る
と
、
両
者
の
動
向
に
は
何
ら
か
の
差
異
の
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
差

異
の
実
態
を
地
域
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
ひ
と
つ
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
ね
ら
い
は
、
そ
れ
を
通
じ

て
八

O
年
に
至
る
ま
で
の
全
国
の
世
帯
に
生
じ
た
地
帯
的
再
編
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
こ
れ

に
よ
っ
て
核
家
族
化
現
象
を
一
層
広
く
、
日
本
の
世
帯
一
般
の
動
向
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

1 -1 15 



あ
る
。

16 

核
家
族
化
の
進
展
が
労
働
力
移
動
を
基
本
的
要
因
と
し
た
こ
と
は
、
核
家
族
世
帯
の
多
く
が
第
二
、
三
次
産
業
の

賃
労
働
者
世
帯
で
占
め
ら
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
が
実
際
、
核
家
族
世
帯
の
圧
倒
的
多
数
が
「
非
農
林
就
業
者
世
帯
」

で
あ
っ
た
(
八
五
%
l
八

O
年
)
。
そ
し
て
こ
う
し
た
核
家
族
世
帯
と
賃
労
働
者
世
帯
の
関
係
は
、
都
市
に
お
け
る

賃
労
働
者
世
帯
形
成
が
農
村
地
域
か
ら
の
労
働
力
移
動
を
媒
介
と
し
て
推
進
さ
れ
た
と
い
う
事
実
上
の
経
緯
か
ら
当

然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
し
、
理
論
的
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
す
な
わ
ち
賃
労
働
者
世
帯
に
お
い
て
は
「
家

族
」
や
「
家
業
」
と
い
う
概
念
が
成
立
し
な
い
(
生
産
手
段
か
ら
の
分
離
〉
た
め
「
二
世
代
同
居
の
必
然
性
は
消
滅

す
日
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
意
味
で
は
賃
労
働
者
の
増
大
は
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
核
家
族
化
を
必
然

的
現
象
と
し
て
と
も
な
う
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
一
九
六

O
年
と
八

O
年
の
日
本
の
実
態
に
即
し
て
み

れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

図
2
は
縦
軸
を
賃
労
働
者
世
帯
率
と
し
検
軸
を
核
家
族
率
と
し
て
、
両
者
の
関
係
を
都
道
府
県
別
の
分
布
状
態
に

み
た
も
の
で
あ
る
。
賃
労
働
者
世
帯
率
は
賃
労
働
者
の
世
帯
を
よ
り
厳
密
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
統
計
上
の
「
世
帯

の
経
済
構
成
」
が
「
賃
金
・
給
料
の
み
」
と
い
う
世
帯
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
普
通
世
帯
全
体
に
占
め
る
比
率
を
表
わ

し
た
も
の
で
あ
(
却
。
し
た
が
つ
て
こ
こ
に
は
品
兼
霊
宋
霊
品

E
兼
農
家
が
農
家
総
数
の
三
分
の
二
(
六
五
.
一
%
|
八

O
年
)
を
占
め
る
に
至
っ
て
レ
る
日
本
農
業
の
現
状
に
お

い
て
、
農
業
の
比
重
の
多
い
地
域
で
は
、
兼
業
と
い
う
範
囲
を
越
え
て
農
家
の
「
賃
労
働
者
世
帯
」
化
が
実
質
的
に
進

行
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
賃
金
・
給
料
を
主
と
す
る
」

H
兼
農
家
と
「
賃
金
・
給
料
の
み
」

の
賃
労
働
者
世
帯
と
で
は
、
家
計
(
労
働
力
再
生
産
)
の
構
造
に
し
て
も
家
屋
や
家
財
の
意
義
に
し
て
も
、
総
じ
て



世帯構成の地帯的再編過程

「
生
産
手
段
か
ら
の
分
離
」
と
い
う
決
定
的
な
指
標
に
お
い
て
概
念
的
に
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
実
際
上
も
、
両
者
を
同
一
視
す
る
と

E
兼
が
か
な
り
多
い
地
域
(
農
業
の
比
重
が
相
対
的
に
高

い
県
)
と
賃
労
働
者
地
域
と
の
違
い
が
比
率
に
お
い
て
現
わ
れ
な
く
な
る
た
め
、
や
は
り
こ
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
。

は
じ
め
に
六

O
年
の
実
態
を
み
れ
ば
、
賃
労
働
者
世
帯
率
と
核
家
族
率
が
と
も
に
全
国
比
率
を
上
回
る
の
は
「
太

平
洋
ペ
ル
ト
地
域
」
の
主
要
都
府
県
お
よ
び
北
海
道
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
当
時
す
で
に
九
百
万
人
台
の
大
都
市
に
ふ

く
れ
あ
が
っ
て
い
た
東
京
や
人
口
急
増
の
一
途
を
辿
り
始
め
て
い
た
大
阪
・
神
奈
川
の
都
府
県
は
既
成
商
工
業
地
帯

の
基
盤
の
う
え
に
さ
ら
に
労
働
力
集
中
が
重
な
り
六

O
年
に
お
い
て
は
典
型
的
な
賃
労
働
者
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
は
全
国
的
に
み
て
著
し
く
高
い
賃
労
働
者
世
帯
率
が
示
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
核
家
族
率
に
お
い
て
も
同
様
の

こ
と
が
い
え
る
。
ま
た
全
体
的
に
み
て
静
岡
県
あ
た
り
を
境
に
し
て
、
こ
れ
以
上
の
賃
労
働
者
世
帯
率
を
示
す
地
域

に
お
い
て
は
、
賃
労
働
者
世
帯
と
核
家
族
世
帯
の
相
関
的
な
関
係
が
明
瞭
に
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
総

じ
て
「
太
平
洋
ペ
ル
ト
地
域
」
H
労
働
力
流
入
地
域
に
お
い
て
は
〈
賃
労
働
者
と
核
家
族
の
必
然
的
即
応
性
〉
が
、

検
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
千
葉
県
以
下
の
賃
労
働
者
世
帯
率
に
あ
る
地
域
で
は
、
こ
う
し
た
〈
即
応
関
係
〉
が
そ
れ
ほ
ど
明

瞭
で
は
な
い
。
前
節
の
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
世
帯
の
核
家
族
形
態
は
直
系
家
族
制
下
に
お
い
て
も
家
族
周
期
の
一

定
の
段
階
(
親
の
死
去
か
ら
嫁
取
り
の
時
点
ま
で
)
で
出
現
す
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
農
業
の
比
重
が
比
較
的
多

い
た
め
に
、
こ
う
し
た
核
家
族
世
帯
と
都
市
的
な
そ
れ
と
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
る
。
し
た
が
っ
て
〈
即
応
関

係
〉
が
あ
る
程
度
み
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
ぺ
ル
ト
地
域
」
に
順
ず
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
点

は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
地
域
が
六

O
年
段
階
で
は
全
国
の
一
一
層
多
く
の
部
分
を
占
め

1 -1 17 
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20 

て
い
る
と
同
時
に
、
先
に
み
た
一
部
の
先
進
的
な
工
業
化
・
都
市
化
地
域
と
の
差
異
が
著
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
、
世
帯
の
実
態
に
つ
い
て
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
布
状
態
の
な
か
で
も
特
に
並
は
ず
れ
て
い
る
の
が
鹿
児
島
県
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
核
家
族
率
が
異

常
な
ほ
ど
高
い
。
一
体
に
西
南
各
県
で
は
山
陰
や
一
部
の
県
を
除
く
と
核
家
族
率
が
高
く
、
こ
の
傾
向
に
つ
い
て
は

戦
前
期
も
含
め
た
農
漁
業
経
営
の
実
態
や
土
地
所
有
関
係
、
そ
れ
に
相
続
慣
行
(
隠
居
制
や
末
子
相
続
〉
と
い
っ
た

歴
史
的
視
野
を
一
層
拡
大
し
た
分
析
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
え

な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
高
度
成
長
」
期
に
お
け
る
核
家
族
世
帯
の
特
徴
は
前
節
で
検
討
し
た
通
り
で
あ
り
、
本

節
で
も
改
め
て
後
に
み
る
よ
う
に
労
働
力
流
出
を
通
じ
て
「
高
度
成
長
」
か
ら
う
け
る
規
定
性
は
免
れ
な
い
。
こ
の

六

O
年
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
「
低
成
長
」
期
へ
の
日
本
資
本
主
義
の
転
換
期
を
聞
に
お
い
た
八

O
年
の
同
様
の
分
布
状
態
を
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
全
国
を
次
の
よ
う
に
地
帯
区
分
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
八

O
年
の
分
布
状
態
自
体
が
一

定
の
地
帯
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
地
帯
区
分
と
は
「
新
会
国
総
合
開
発
計
画
」
(
一
九

六
九
年
閣
議
決
定
)
が
行
な
っ
た
、
全
国
を
中
央
、
北
東
そ
し
て
西
南
に
三
区
分
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
仮

り
に
こ
の
区
分
に
よ
っ
て
み
る
と
、
中
央
地
帯
の
都
府
県
は
図
中
の
上
位
の
一
群
を
占
め
て
お
り
(
例
外
的
な
北
海

道
と
宮
城
県
H
仙
台
は
実
際
上
北
東
地
帯
に
お
い
て
は
特
異
な
位
置
に
あ
る
)
、
北
東
地
帯
と
西
南
地
帯
は
下
位
の

左
右
両
群
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
分
布
状
態
に
か
な
り
明
確
な
地
帯
性
の
反
映
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

周
知
の
通
り
「
新
全
総
」
が
行
な
っ
た
こ
の
地
帯
区
分
は
、
「
高
度
成
長
」
期
を
通
じ
て
深
刻
化
し
た
過
疎
過
密



お
よ
び
地
域
格
差
拡
大
現
象
へ
の
対
策
と
し
て
「
開

発
可
能
性
を
日
本
列
島
全
域
に
拡
大
す
る
」
と
い
う

企
図
の
も
と
に
、
こ
の
「
全
域
」
を
概
括
的
に
把
握

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
各
地
帯
の
特
徴
は
表

6
に
一不
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
節
で
み

た
労
働
力
移
動
期
に
創
出
さ
れ
た
地
域
的
特
徴
と
重

な
り
あ
う
点
が
多
い
。
中
央
地
帯
は
著
し
い
工
業
化
・

都
市
化
を
特
徴
と
す
る
「
太
平
洋
ペ
ル
ト
地
域
」
を

主
要
部
と
し
、
北
東
地
帯
と
西
南
地
帯
は
、
相
対
的

に
農
業
就
業
者
が
多
く
、
ま
た
「
ベ
ル
ト
地
域
」
に

対
し
て
労
働
力
給
源
的
位
置
を
分
け
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
図
4
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
地
域
経
済
格
差
に

基
づ
く
地
帯
区
分
が
、
世
帯
に
つ
い
て
の
地
帯
区
分
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
世
帯
の
構
造
が
地
域
経
済
の
状
態
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
展
開
し
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
六

O
年
の
分
布
状
態
と
比
べ
る
と
、
こ
の
ニ

0
年
間
で
世
帯
に
お
け
る
地
帯
性
が
一
層

強
化
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
判
明
す
る
。

六

O
年
段
階
で
は
特
に
中
央
地
帯
に
属
す
る
諸
県
聞
に
か
な
り
著
し
い
格
差
が
あ
っ
た
。
北
関
東
や
千
葉
、
滋
賀
、

奈
良
、
岡
山
の
各
県
は
中
央
地
帯
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
北
東
地
帯
の
諸
県
と
の
共
通
性
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
こ

れ
ら
の
県
は
著
し
い
変
化
を
遂
げ
る
。
千
葉
県
の
伸
び
巾
を
最
高
に
し
て
賃
労
働
者
世
帯
率
で
は
二

O
I
三

O
w
m
に

地帯別主要指標の対全国比
(%) 

|北東地刊点込書|西南地帯標

総面 積 53.8 31.1 15.1 

人 口 24.0 63.4 12.6 

回 畑 46.7 37.1 16.2 

宅 地 28.1 59.2 12.8 

林 土Ik 56.1 28.7 15.2 

農業粗生産額 37.7 44.8 17.5 

工業出荷額 11.5 83.6 4.9 

世帯構成の地格的再編過程

表6

指

1 -1 21 

注) (1) 数値はいずれも1965年についてである.

(2) 地帯区分はつぎの通りである。

北東地帯:北海道，東北，東山，北陸，

山陰の 1道14県。
中央地帯:関東.東海，近後，山陽およ

び福岡の 1都2府18県。
西南地帯四国，九州〈福岡を除<)の

10県.

〈資料〕 経済企画庁 F新全国総合開発計画J1969年
5月30日12貰。



22 

近
く
、
ま
た
核
家
族
率
で
は
ニ

O
%
以
上
の
伸
び
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
県
は
高
度
成
長
期
の
人
口
急
増
県
の
う
ち

で
は
「
後
発
」
組
と
も
い
え
る
が
、
大
都
市
圏
の
人
口
膨
張
過
程
で
ペ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展
し
た
地
域
を
多
く

含
む
一
方
、
千
葉
や
茨
城
な
ど
大
規
模
な
工
業
地
帯
と
し
て
発
展
し
た
地
域
も
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
六

O
年
は
ま

だ
農
村
的
色
彩
の
濃
か
っ
た
こ
れ
ら
の
県
の
都
市
化
・
工
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
中
央
地
帯
で
は
賃
労
働
者
世
帯

率
と
核
家
族
率
の
双
方
の
下
限
が
と
も
に
大
巾
に
押
し
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
地
帯
の
都
府

県
は
一
層
均
質
化
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
北
東
地
帯
と
西
南
地
帯
で
は
こ
の
間
の
賃
労
働
者
世
帯
率
の

伸
び
巾
が
一

O
I
二
O
%と
い
う
県
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
八

O
年
で
も
そ
れ
が
五
割
に
は
と
う
て
い
と
ど
か

ず
、
こ
の
点
で
中
央
地
帯
と
の
聞
に
一
線
を
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
体
に
六

O
年
と
比
べ
れ
ば
中
央
地
帯
に
お

い
て
は
、
賃
労
働
者
世
帯
率
に
急
増
を
示
す
県
が
多
出
し
た
た
め
地
帯
内
の
差
異
が
縮
少
す
る
一
方
で
、
北
東
・
西

南
地
帯
と
の
聞
の
差
異
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
核
家
族
率
で
は
西
南
地
帯
が
中
央
地
帯
に
近
い
比
率
に
あ
り
、
北
東
は
こ
れ
と
対
照
的
に
低
核
家
族
率
地

帯
を
な
し
て
い
る
。
賃
労
働
者
化
と
核
家
族
化
の
相
関
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
中
央
地
帯
で
は
こ
れ
が
総
じ
て

明
瞭
に
な
っ
て
お
り
、
北
東
地
帯
で
も
六

O
年
に
比
べ
れ
ば
そ
の
傾
向
を
中
央
地
帯
に
順
ず
る
か
た
ち
で
一
層
明
瞭

に
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
南
地
帯
は
一
部
で
逆
相
関
的
と
す
ら
い
え
る
程
に
中
央
・
北
東
地
帯
と
は

対
照
的
で
あ
る
。
九
州
で
も
仮
り
に
南
九
州
を
除
い
て
み
る
な
ら
ば
中
央
・
北
東
地
帯
に
近
似
す
る
程
に
、
こ
の
八

O
年
に
お
い
て
も
宮
崎
そ
し
て
と
り
わ
け
鹿
児
島
が
極
め
て
特
異
な
位
置
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
高
知
県

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
北
東
地
帯
と
西
南
地
帯
の
核
家
族
率
に
お
け
る
こ
う
し
た
対
照
性
を
も
う
少
し
詳
し
く

み
て
お
こ
省
フ
。
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表 7 北東地帯と西南地帯の世管の動向

青森 151 202 243 134 161 105 108 115 103 

岩手 138 178 206 129 149 123 119 124 97 

~~ 
秋田 129 157 174 122 135 117 116 123 99 

山 形 121 139 151 115 125 124 125 134 101 

福島 204 251 292 123 143 167 164 175 98 
東 新 潟 237 293 337 124 142 217 219 232 101 

宮山 110 130 147 118 137 93 101 110 109 

地 石川 102 134 165 131 162 90 90 95 100 

徳 井 88 95 107 108 122 67 72 77 107 

山梨 92 112 133 122 145 60 59 61 98 
干普

長野 231 280 324 121 140 168 170 179 101 

鳥取 58 75 88 129 152 58 54 56 93 

島 根 94 103 115 110 122 80 75 74 94 

徳島 92 110 130 120 141 76 71 70 93 

香川 105 139 170 132 162 83 77 79 93 

西 愛媛 194 240 286 124 147 112 99 97 88 

高知 118 136 163 115 138 69 59 52 86 
荷

佐賀 107 113 129 106 121 71 69 71 97 

地 長崎 226 256 293 113 130 114 99 95 87 

熊本 215 248 298 115 139 141 134 134 95 

帯 大分 144 177 219 123 152 100 92 89 92 

宮崎 151 182 229 121 152 75 67 65 89 

鹿児島 296 331 394 112 133 121 92 77 76 

注〉 北海道と宮域県は北東地帯から除<.

〈資料) r国勢調査報告省』
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北
東
地
帯
が
一
帯
に
低
核
家
族
率
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
拡
大
家
族
世
帯
が
か
な
り
広
範
に
存
在

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
北
東
地
帯
と
西
南
地
帯
を
拡
大
家
族
世
帯
数
の
動
向
も
含
め
て
み
る
と
(
表
7
て

ま
ず
拡
大
家
族
世
帯
数
に
つ
い
て
は
北
東
地
帯
で
は
七

O
年
に
か
け
て
や
や
減
少
の
み
ら
れ
る
県
も
あ
る
が
、
八

O

年
に
か
け
て
は
ほ
と
ん
ど
の
県
で
若
干
の
増
加
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
南
地
帯
で
は
七

O
I
八
O
年

に
か
け
て
ほ
と
ん
ど
の
県
で
減
少
が
み
ら
れ
る
。
減
少
傾
向
が
特
に
著
し
い
の
は
鹿
児
島
県
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
六

O
年
に
比
べ
る
と
八

O
年
で
は
そ
の
ほ
ぽ
三
分
の
一
が
姿
を
消
し
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
核
家
族
世
帯
数
を
み
る
と

そ
の
増
加
程
度
は
西
南
地
帯
で
や
や
多
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
北
東
地
帯
と
の
聞
に
顕
著
な
差
が
あ
る
と
は
い
え

な
い
。
し
た
が
っ
て
両
地
帯
の
対
照
性
は
核
家
族
世
稽
の
動
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
拡
大
家
族
世
帯
の
動
向
の
違
い

に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
に
い
っ
て
農
家
は
拡
大
家
族
世
帯
が
多
く
(
五
一
%
|
七
五
年
〉
、
兼
業
農
家
に
つ
い
て
は
特
に
そ
う
で
あ

る
(
六
五
%
|
七
五
年
)
。
こ
の
点
に
賃
労
働
者
世
帯
と
著
し
く
異
な
る
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
兼
業
化

な
い
し
多
就
業
化
が
進
展
し
よ
う
と
も
家
屋
や
農
地
(
家
屋
)
の
相
続
を
世
代
聞
で
果
た
す
限
り
に
お
い
て
は
親
子

二
世
代
同
居
を
必
然
化
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
農
業
の
比
重
が
相
対
的
に
高
い
北
東
地
帯
で
拡

大
家
族
世
帯
が
減
少
し
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
農
業
に
同
様
の
比
重
の
あ
る
西
南
地
帯
で

こ
う
し
た
拡
大
家
族
世
帯
の
減
少
J
地
展
す
る
の
は
か
な
り
異
常
な
事
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
端
的
に
は
農

家
の
「
あ
と
つ
ぎ
確
保
率
」
に
み
ら
れ
、
東
北
地
方
が
全
国
最
高
の
六
四
・
四
%
な
の
に
対
し
九
州
で
は
四
四
・
六

%
と
最
も
低
く
な
っ
て
い
る
(
沖
縄
を
除
く
〉
。
四
国
(
四
四
・
八
%
)
も
九
州
と
同
様
で
、
西
南
地
帯
に
お
い
て
は

農
家
の
再
生
産
が
危
ぶ
ま
れ
る
事
態
が
進
展
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
離
島
な
ど
で
は
一
層
激
し
い
。
鹿
児
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表8 農家世帯員の他産業への就職者数の推移

実 数 就職形態別 就職形態別指数

年 次 就職形態別 構成比
(1963年を 100とする〉

総数
転出|在宅 転出|在宅 総数|転出|在宅

千人 千人 千人 ?ら ?ら
1958年 542 395 146 72.9 26.9 58 90 29 

59 690 458 232 66.4 33.6 74 104 47 

60 746 460 286 61. 7 38.3 80 105 58 

61 796 470 326 59.0 41. 0 85 107 66 

62 902 497 405 55.1 44.9 97 113 81 

63 934 439 495 47.0 53.0 100 100 100 

64 890 415 476 46.6 53.5 95 95 96 

65 850 411 440 48.4 51. 8 91 94 88 

66 807 383 425 47.5 52.7 86 日7 86 

67 822 371 451 45.1 58.9 88 85 91 

68 787 338 449 42.9 57.1 84 77 91 

69 800 330 470 41. 3 58.8 86 75 95 

70 793 313 480 39.5 60.5 86 71 97 

71 819 280 538 34.2 65.7 88 64 109 

72 793 245 548 30.9 69.1 85 56 111 

73 786 223 563 28.4 71. 6 84 51 114 

74 638 190 448 29.8 70.2 68 43 91 

75 568 168 400 29.6 70.4 61 38 81 

76 495 145 349 29.3 70.5 53 33 71 

77 527 144 383 27.3 72.7 56 33 77 

78 595 127 468 21. 3 78.7 64 29 95 

79 475 114 360 24.0 75.8 51 26 73 

80 524 109 415 20.8 79.2 56 25 S4 

(資料〉 農林省『農林漁家就業動向調査10年報』向『農家就業動向調査報告書』昭和45.50年版

食林水産省『昭和55年農家就業動向調査報告書』
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世帯主の年齢別にみた核家族率一1970年一図3

% 
90 

80 
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10 

24 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
歳歳
以 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 以
下 上

山形県 66.675.569.061.2 57.259.859.347.132.623.2 2l.l 22.2 52.7 

鹿児島県 63.4 81.876.472.372.172.6 76.3 72.9 66;5 59.2 54.2 54.5 71.2 

高知県 72.182.978.372.668.668.768.0 66.663.462.3 63.7 64.2 69.6 

(資料)r 国勢調査報告書』

総

数

。

島
県
大
島
郡
の
徳
之
島
で
は

「
次
の
世
代
に
継
承
さ
れ
が
た

い
世
帯
」
が
集
落
総
戸
数
の
五

(
日
)

七
%
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
う

し
た
事
態
は
若
年
労
働
力
の
流

出
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
て
い

る
が
、
農
家
世
帯
員
の
就
業
動

向
に
お
い
て
「
在
宅
」
型
が
七

割
を
超
え
(
七
三
年
て
ほ
と
ん

ど
八
割
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

一
般
的
動
向
の
な
か
で
(
表
8
て

こ
の
よ
う
な
事
態
が
進
展
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
西
南
地
帯
と
り

わ
け
そ
の
「
末
端
」
に
お
け
る

農
家
問
題
の
探
刻
さ
の
一
端
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

こ
う
し
た
農
家
再
生
産
を
め
ぐ

る
北
東
と
西
南
の
地
帯
聞
の
相



世帯構成の地帯的再編過程

違
が
世
帯
構
成
の
違
い
と
な
っ
て
表
出
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

世
帯
主
の
年
齢
別
に
核
家
族
率
を
み
る
と
(
図
3
〉
、
核
家
族
率
が
全
国
で
最
も
低
い
山
形
県
に
お
い
て
は
そ
れ

が
五

O
歳
以
上
で
急
減
傾
向
に
転
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
鹿
児
島
県
と
高
知
県
で
は
高
齢
者
層
で
も
高
い
核
家
族

率
が
示
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
背
景
に
歴
史
的
文
化
的
条
件
が
伏
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は

十
分
検
討
の
余
地
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
ま
み
て
き
た
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
高
齢
者
に
つ
い
て
の
高
核
家

族
率
に
グ
と
り
残
さ
れ
た
核
家
族
d

の
広
範
な
存
在
を
み
る
こ
と
が
で
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
山
形
県
と
鹿
児
島
県
に

世
帯
構
成
に
お
け
る
北
東
地
帯
と
西
南
地
帯
の
典
型
を
み
る
と
す
れ
ば
、
両
地
帯
の
世
帯
構
成
の
違
い
を
象
徴
化
さ

せ
て
北
東
地
帯
が
「
拡
大
家
族
地
帯
」
、
西
南
地
帯
が
「
核
家
族
地
帯
」
と
い
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ

の
「
核
家
族
」
が
中
央
地
帯
の
核
家
族
と
は
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
異
に
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て

こ
う
し
た
北
東
と
西
南
の
世
帯
構
成
に
お
け
る
地
稽
性
の
差
異
は
図
4
が
示
す
よ
う
に
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た
六

O

年
に
比
べ
て
八

O
年
で
拡
大
・
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
世
帯
の
経
済
構
成
並
び
に
家
族
構
成
に
お
い
て
こ
の
二

0
年
間
で
中
央
・
北
東
・
西
南
の
各
地
帯
聞
の

相
違
が
明
確
化
し
て
き
た
と
い
え
る
が
、
こ
の
過
程
の
展
開
を
主
導
し
た
の
は
ま
ず
中
央
地
帯
に
お
け
る
核
家
族
化

の
進
展
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
「
太
平
洋
ぺ
ル
ト
地
域
」
に
お
け
る
産
業
構
造
の
一
大
変
化
(
重

化
学
工
業
化
〉
と
そ
の
深
化
と
し
て
の
「
高
度
成
長
」
を
環
と
し
た
核
家
族
化
の
展
開
過
程
が
、
ま
ず
初
め
に
戦
後

に
お
け
る
世
帯
の
地
帯
性
を
創
出
し
た
。
そ
し
て
核
家
族
化
が
、
全
国
的
規
模
で
進
展
し
た
労
働
力
移
動
を
直
接
的

な
規
定
要
因
と
し
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
世
帯
の
地
帯
性
の
創
出
と
は
、
世
帯
の
賃
労
働
者
世
帯
と
し
て
の
地
域
的

編
成
過
程
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
核
家
族
化
過
程
こ
そ
拡
大
家
族
存
立
の
経
済
的
基
礎
を
断
ち
切

1 -1 27 
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世帯構成の地帯的再編過程

っ
た
(
生
産
手
段
と
の
分
離
)
と
こ
ろ
の
、
文
字
通
り
賃
労
働
者
家
族
の
戦
後
日
本
に
お
け
る
広
範
な
形
成
過
程
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
八

O
年
そ
し
て
現
在
が
、
こ
の
過
程
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
延
長
線
上
に

あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

「
高
度
成
長
」
の
「
低
成
長
」
へ
の
転
換
に
対
応
し
た
資
本
の
蓄
積
基
盤
の
地
域
移
動
H

「
工
業
再
配
置
」
が
、
今

度
は
兼
業
労
働
力
を
新
た
な
賃
労
働
力
と
し
て
組
み
込
ん
だ
。
七

0
年
代
前
半
に
一
段
と
進
展
し
た
工
場
新
増
設
は

(
M
)
 

北
東
地
帯
と
西
南
地
帯
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
農
業
従
事
者
が
祖
父
伝
来
の
土
地
を
離
れ
都
市
に
居
す

る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
と
い
う
事
実
、
お
よ
び
都
市
の
過
密
化
防
止
の
必
要
性
を
考
え
る
と
、
住
居
を
移

転
せ
ず
通
勤
形
態
に
よ
る
他
産
業
へ
の
就
業
を
促
進
す
る
こ
と
も
十
分
に
考
慮
す
ぺ
(
日
」
(
七

0
年
閣
議
決
定
「
総
合

農
政
の
推
進
に
つ
い
て
」
〉
と
い
う
、
「
新
会
総
L

と
連
動
す
る
ま
さ
に
国
家
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
力

調
達
政
策
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
確
保
さ
れ
た
農
家
「
賃
労
働
力
」
が
い
か
に
低
賃
金
基
盤
と
な
っ
て

い
る
か
は
図
3
が
明
瞭
に
示
す
通
り
で
あ
る
が
、
一
方
で
こ
の
よ
う
な
低
賃
金
の
成
立
を
可
能
と
す
る
ひ
と
つ
の
基

礎
に
世
帯
の
拡
大
家
族
形
態
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
業
農
家
の
一
戸
当
り
兼
業
従
事
者
数
(
八

O
年
〉
は
、
北

東
地
帯
で
二

l
二
・
五
人
、
西
南
地
帯
で
一
・
七

t
八
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
速
い
は
「
拡
大
家
族
地
帯
」
と
「
核

家
族
地
帯
L

と
い
う
両
者
の
世
帯
に
お
け
る
地
帯
的
差
異
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
拡

よ
按
族
世
帯
が
多
就
業
・
差
点
形
態
を
通
じ
て
の
賃
労
働
給
源
機
能
を
一
層
よ
く
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
は
農
家
世
帯
の
拡
大
家
族
形
態
は
、
工
業
の
再
配
地
H
農
村
進
出
の
過
程
で
、
旧
来
の

直
系
家
族
制
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
新
た
な
意
義
(
低
賃
金
労
働
力
給
源
)
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

1 -1 29 



注(
1
〉
小
山
隆
「
核
家
族
的
世
帯
の
地
域
別
類
型
」
『
東
洋
大
学
社
会
学
部
紀
要
』
九
号
一
九
七
一
年
。
な
お
訳
語
と
し
て
の

「
核
家
族
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
森
岡
清
美
「
核
家
族
の
現
代
的
意
義
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
総
合
特
集
現
代
の
家
族
』
有

斐
閣
一
九
七
七
年
六

O
頁
参
照
。

ハ
2
)
森
岡
清
美
『
家
族
周
期
論
』
培
風
館
一
九
七
三
年
五
四
頁
以
下
。

ハ
3
)

村
武
精
一
『
家
族
の
社
会
人
類
学
』
弘
文
堂
一
九
七
三
年
。
内
藤
莞
爾
『
西
南
九
州
の
末
子
相
続
』
塙
書
房
一
九
七

一
年

ハ
4
)

小
山
隆
氏
は
核
家
族
が
日
本
で
新
た
に
増
加
傾
向
を
示
し
た
の
は
一
九
五
五
年
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
「
家
族
変
動

の
歴
史
的
背
景
」
二
八
五
頁
森
岡
清
美
・
山
根
常
男
共
編
『
家
と
現
代
家
族
』
培
風
館
一
九
七
六
年
所
収
。
「
核
家
族
化
」

の
始
点
は
厳
密
に
は
検
討
の
余
地
を
十
分
に
残
す
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
核
家
族
の
上
昇
巾
の
変
化
か
ら
一

九
六

O
年
か
ら
と
し
た
。

(

5

)

「
核
家
族
率
」
の
算
出
方
法
は
少
な
く
と
も
三
種
類
は
あ
る
。
第
一
は
主
と
し
て
官
庁
統
計
(
総
理
府
『
社
会
生
活
統

計
指
標
』
、
経
済
企
画
庁
『
国
民
生
活
白
書
』
そ
の
他
)
に
よ
る
も
の
で
、
核
家
族
世
帯
の
普
通
世
帯
に
対
す
る
比
率
を
も

っ
て
核
家
族
率
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
聞
報
道
で
も
一
般
に
こ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
二
は
戸
田
貞
三
が
大
正
九
年

第
一
回
国
勢
調
査
の
分
析
で
単
独
世
待
主
を
家
族
生
活
者
と
み
な
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
方
法
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
単
独

世
帯
は
核
家
族
的
世
帯
に
合
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
の
場
合
よ
り
も
比
率
は
高
く
な
る
。
小
山
隆
氏
が

こ
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。
小
山
隆
、
前
掲
論
文
一
九
七
一
年
、
第
三
は
本
稿
で
用
い
て
い
る
方
法
で
、
こ
の
方
法
は
森
岡

清
美
氏
が
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
森
岡
、
前
掲
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
所
収
論
文
な
ら
び
に
前
掲
培
風
館
一
九
七
六
年
一
一
二
ハ

頁
。
以
上
少
な
く
と
も
三
つ
の
方
法
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
ど
れ
を
用
い
る
か
は
分
析
視
点
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
6
〉
小
山
隆
前
掲
論
文
一
九
七
一
年
。

(
7
〉
井
上
定
彦
「
資
本
蓄
積
と
労
働
市
場
の
構
造
」
『
講
座
現
代
資
本
主
義
5
』
日
本
評
論
社

七
九
頁

30 

一
九
七
五
年
第
五
寧
|
一
、



(
8
〉
渡
辺
洋
三
「
資
本
主
義
社
会
の
家
族
」
『
講
座
家
族
』
弘
文
堂
一
九
七
三
年
四
章
一
節
二
七

O
頁。

(
9
〉
賃
労
働
者
世
帯
率
と
核
家
族
率
に
つ
い
て
は
母
数
を
前
者
は
普
通
世
帯
、
後
者
は
親
族
世
帯
と
し
た
こ
と
に
よ
り
図
2

か
ら
す
ぐ
さ
ま
何
ら
か
の
相
関
関
係
を
読
み
と
る
こ
と
に
は
無
理
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
核
家
族
率
の

算
定
方
法
上
、
母
数
に
若
干
の
差
異
が
で
き
る
こ
と
は
統
計
処
理
上
や
む
を
え
な
か
っ
た
。

(
叩
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
〈
賃
労
働
の
理
論
V
に
お
い
て
、
な
い
し
〈
賃
労
働
者
家
族
V
を
経
済
学
的
分
析
の
対
象
と
す
る

揚
合
に
お
い
て
、
想
定
さ
れ
て
い
る
家
族
形
態
が
、
一
般
に
核
家
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
組
起
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
荒
又

重
雄
『
賃
労
働
の
理
論
』
亜
紀
書
房
一
九
六
八
年
。
し
か
し
な
が
ら
労
働
力
の
(
資
本
主
義
的
)
存
在
形
態
と
家
族
形
態

と
の
関
係
は
経
済
学
的
に
必
ず
し
も
与
件
的
に
設
定
し
得
る
も
で
は
な
い
(
家
族
の
「
産
業
的
因
子
な
い
し
変
数
に
対
す
る

独
立
」
性
、
松
原
治
郎
、
山
村
健
訳
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

J
・
グ

1
ド
『
家
族
』
至
誠
堂
一
九
六
七
年
一
九
九
頁
参
照
)
。
と
く

に
ま
た
日
本
の
よ
う
に
資
本
制
的
生
産
様
式
の
一
方
で
小
農
民
経
営
が
存
続
し
て
い
る
揚
合
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
兼
業
化
を

通
じ
て
縁
辺
的
賃
労
働
(
低
賃
金
)
の
実
質
的
供
給
源
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
労
働
力
の
存
在
形
態
と
家
族
形

態
は
複
雑
な
相
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
「
家
族
は
商
品
経
済
的
関
係
で
は
な
い
」
(
馬
場
宏
二
『
現
代
資
本
主

義
の
透
視
』
東
大
出
版
会
一
九
八
一
年
一
三
八
頁
参
照
)
と
は
い
え
、
現
実
に
は
家
族
と
商
品
経
済
関
係
と
は
緊
密
な
関
係

に
あ
る
の
だ
か
ら
、
労
働
力
の
存
在
形
態
(
賃
労
働
)
と
家
族
形
態
の
関
係
は
、
極
め
て
実
態
論
H
現
状
分
析
の
課
題
と
し

て
追
究
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
本
稿
は
そ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

(
日
)
経
済
企
画
庁
『
新
全
国
総
合
開
発
計
画
』
一
九
六
九
年
六
頁

(
ロ
)
大
揚
正
巳
「
農
家
存
続
の
機
構
」
磯
辺
俊
彦
窪
谷
順
次
編
著
『
一
九
八

O
年
農
業
セ
ン
サ
ス
日
本
農
業
の
構
造
分

析
』
農
林
統
計
協
会
一
九
八
二
年
八
三
頁

(
日
〉
蓮
見
音
彦
「
農
村
社
会
の
変
貌
」
『
日
本
農
業
年
報
第
三

O
集
基
本
法
農
政
の
総
点
検
』
御
茶
の
水
書
房

二
年
二
四
七
頁

(
H
〉
伊
藤
喜
栄
「
日
本
資
本
主
義
と
地
域
開
発
|
産
業
配
置
の
政
策
と
現
実
|
」
前
掲
『
構
座
現
代
資
本
主
義
5
』

九
頁

世帯権成の地帯的再編過程1 -1 31 
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(
M
M

〉
常
盤
政
治
「
産
業
構
造
の
諸
画
期
と
農
業
」
古
島
敏
雄
編
『
産
業
構
造
変
革
下
に
お
け
る
稲
作
の
構
造
I
理
論
篇
』
東

大
出
版
会
一
九
七
五
年
三
四
頁

(
M
W

〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
兼
業
農
家
の
世
帯
構
成
に
つ
い
て
直
接
的
に
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
が
農
民
の
戦
後
の
家
族
形
態

に
関
す
る
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
。
直
系
家
族
形
態
の
も
と
に
お
い
て
も
核
家
族
形
態
が
周
期
的
に
出
現
す
る
こ
と
は
前

述
し
た
が
、
こ
の
出
現
期
間
に
つ
い
て
は
戦
後
の
平
均
寿
命
の
伸
び
に
よ
り
短
縮
さ
れ
る
、
従
っ
て
拡
大
家
族
率
が
多
く
な

る
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
実
態
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
専
業
農
家
の
方
が
直
系
家
族
の

比
率
が
低
い
」
事
実
を
あ
げ
て
、
そ
こ
に
農
民
の
家
族
の
一
問
題
点
の
所
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
蓮
見
音
彦
前

掲
二
四
五
頁
傍
点
は
筆
者
〉
。
こ
の
点
は
多
就
業
化
・
兼
業
化
が
進
展
し
て
い
る
現
状
の
農
家
の
世
帯
構
造
に
お
け
る
問
題

の
複
雑
性
の
一
端
を
示
し
た
も
の
と
し
て
検
討
の
余
地
が
十
分
に
あ
る
と
思
う
。
本
稿
で
は
世
帯
構
造
の
問
題
に
は
立
入
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
検
討
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。


