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信
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囲
《
人
口
減
少
)
過
疎
化
、
老
齢
化
の
中
で
、
檀
家

に
頼
れ
ず
、
住
職
の
別
収
入
な
し
で
は
寺
の
維
持

が
出
来
な
い
。

東
北
六
県
の
中
、
唯
一
人
口
が
減
少
し
て
い
る

秋
田
県
の
中
で
(
図
表
-
)
、
も
と
も
と
農
壁
の
少

な
い
山
間
部
で
は
、
鉱
業
、
林
業
の
不
振
の
影
響
が

大
き
く
、
職
場
が
な
く
な
っ
て
家
族
ぐ
る
み
、
あ
る

い
は
若
年
層
の
人
口
流
出
が
多
い
上
、
残
さ
れ
た

人
々
も
老
齢
化
が
著
し
い
。

そ
の
よ
う
な
中
、
一
〇
〇
戸
あ
っ
た
檀
家
が
七

○
戸
に
減
っ
た
上
、
老
人
ば
か
り
で
、
法
事
、
月

回
向
も
少
な
く
布
施
収
入
が
あ
て
に
で
き
な
い
寺

院
、
さ
ら
に
住
職
の
病
気
入
院
で
そ
の
存
続
す
ら

問
題
に
な
っ
て
い
る
寺
院
も
あ
る
。
寺
院
護
持
の

体
制
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
、
過
疎
地
で
は

冬
場
の
雪
お
ろ
し
や
暖
房
費
な
ど
、
建
物
の
維
持

か
ら
住
職
の
日
常
の
生
活
ま
で
、
や
っ
て
い
く
の

か
大
変
な
状
況
に
あ
る
。

そ
の
一
方
、
檀
家
一
二
戸
で
住
職
が
教
職
と
農

業
収
入
で
頑
張
っ
て
い
る
寺
院
、
町
と
協
力
し
て

観
光
化
し
た
寺
院
が
あ
る
。
さ
ら
に
鉱
山
の
廃
業

で
秋
田
県
一
の
過
疎
地
と
な
っ
た
阿
仁
町
で

(
図

表
2
)
、
戦
後
、
夫
人
が
人
形
作
り
で
経
済
を
助
け
、

住
職
が

〃
お
が
み
や
さ
ん
〃
を
組
織
化
し
た
。
そ

の
結
果
、
今
で
は
祭
配
す
る
七
両
様
の
信
者
が
一

万
人
近
く
に
も
な
り
、
毎
日
よ
う
に
信
者
が
大
型

バ
ス
で
訪
れ
る
寺
院
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
過
疎
地
に
あ
っ
て
檀
家
に
顕
れ
ず
、

住
職
の
努
力
に
よ
る
別
収
入
に
よ
っ
て
寺
院
が
護

持
さ
れ
て
い
る
。

《
人
口
停
滞
)
檀
家
の
生
活
の
安
定
が
寺
院
護
持

の
安
定
に
つ
な
が
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
転

宗
な
ど
変
化
を
嫌
う
風
潮
を
生
じ
さ
せ
、
檀
家
数

図表1東北六県県別人口

捌980(昭55)年 1粥5(昭60)隼 

人口 
増加率 人口密度 

人口 
増加率 人口恕虔 

(千人) /(千人) 

:∴: 鮫) 

替森 1,524 67.5 伯8.5 1,524 0.4 158.5 

苦手 仁422 36.9 93.1 1,434 8.2 93.8 

雪絨 2,082 144.6 285.6 2,176 45.1 298.5 

丁子 1,257 12.4 108.2 1,254 -2.2 108.0 

山形 1,252 21.5 134.2 1,262 7.8 135.3 

福島 2,035 伸.8 佃7.7 2,080 22.1 150.9 

全国 117,060 1)118.4 314.1 121,047 34.1 324.7 

細鵬年人口は概数で増加率は5年間の増減。 1)沖縄を舎劉970年人口より算出。

図表2 阿仁町の人口・世帯数の推移

年
■
徽
】

剛
長年nU剛職 40年 45年 50年 55年 60年

(国勢調査)
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が
増
え
な
い
。

都
市
部
、
農
村
部
の
、
あ
る
程
度
大
き
な
寺
院

は
昔
か
ら
封
建
領
主
、
そ
し
て
商
人
や
地
主
階
級

の
外
護
に
よ
っ
て
安
定
し
て
き
た
。
戦
後
、
寺
院

も
疲
幣
し
た
が
、
寺
院
の
努
力
も
あ
り
、
そ
れ
ま

で
の
地
主
階
級
に
代
わ
っ
て
小
作
農
民
だ
っ
た
人

達
が
協
力
し
て
、
積
極
的
に
寺
院
護
持
に
あ
た
る

よ
う
に
な
っ
た
。

地
縁
、
血
縁
に
基
づ
い
た
そ
の
結
び
つ
き
は
強

く
、
経
済
的
に
も
農
業
と
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
、
十

分
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
安
定
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
寺
檀
関
係
は
固
定
し
、
経
済
的
に
も
安
定

し
た
寺
院
護
持
の
基
礎
が
形
づ
く
ら
れ
た
。

海
岸
に
近
い
農
村
地
帯
に
あ
る
A
寺
で
は
、
四

八
戸
の
檀
家
が
協
力
的
で
、
お
布
施
・
お
供
米
を

心
よ
く
出
し
、
住
職
と
子
息
の
二
人
で
祭
礼
行
事
、

霊
断
、
修
法
、
そ
し
て
手
不
足
の
他
の
寺
院
の
手

伝
い
を
務
め
て
い
る
。

農
村
部
で
若
年
層
が
流
出
し
て
い
く
も
の
の
、

農
地
と
職
が
あ
っ
て
長
男
が
残
れ
ば
、
檀
家
は
減
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ら
な
い
。
反
面
、
他
に
大
き
な
産
業
が
な
く
で
世

帯
数
の
増
加
が
な
い
上
、
本
家
分
家
の
関
係
が
強

く
改
宗
も
出
来
な
い
状
況
で
、
檀
家
が
増
え
る
こ

と
は
な
い
。
新
宗
教
各
派
も
活
動
は
し
て
い
る
も

の
の
、
今
一
つ
勢
力
を
伸
ば
せ
な
い
で
い
る
。

た
だ
御
祈
祷
と
な
る
と
、
他
宗
の
人
も
信
者
と

し
て
熱
心
な
参
拝
が
あ
る
の
で
望
み
を
も
っ
て
い

る
。《

檀
信
徒
の
獲
得
)
昔
か
ら
の
宗
派
が
固
定
し
た

中
で
、
寺
院
の
門
戸
を
広
げ
、
修
法
や
対
話
を
通

じ
て
檀
信
徒
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
き
た
。

秋
田
県
は
禅
宗
の
多
い
土
地
柄
、
地
縁
血
縁
の

絆
が
強
く
で
改
宗
も
な
く
、
入
寺
以
来
少
な
い
檀

家
で
苦
労
し
て
き
た
老
住
職
が
多
い
。

A
寺
の
住
職
夫
妻
は
昭
和
二
九
年
の
入
寺
当
時
、

小
屋
同
然
の
本
堂
を
半
分
に
仕
切
っ
て
住
ま
い
に

し
た
が
、
天
井
か
ら
は
星
が
見
え
冬
に
は
雪
が
吹

き
込
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
中
、
御
会
式
に

は
檀
家
四
八
戸
の
と
こ
ろ
禅
宗
の
人
も
来
て
、
二



写真i 小作農民だった人達が中心となって復興したB寺本堂

○
○
̃
三
〇
〇
八
分
の
食
事
を
出
し
た
と
い
う
。

B
寺
の
戦
前
の
御
会
式
に
は
、
苦
し
い
小
作
農

民
が
二
、
〇
〇
〇
人
も
集
り
、
誰
に
で
も
平
等
に
お

膳
や
お
酒
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
返
さ
れ
る
あ
て
も

無
い
の
に
税
金
の
立
て
替
え
を
し
て
や
る
な
ど
、

住
職
は
人
々
に
わ
け
へ
だ
て
な
く
接
し
て
き
た
。

戦
後
安
定
し
て
き
て
寺
が
復
興
し
ょ
う
い
う
と

き
、
苦
し
い
と
き
に
お
寺
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う

小
作
農
民
だ
っ
た
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
活
躍
し

た
(
写
真
-
)
。
現
在
も
そ
の
信
頼
関
係
が
寺
院
を

支
え
て
お
り
、
一
般
に
日
蓮
宗
の
お
寺
は
、
熱
心

で
て
い
ね
い
と
好
感
を
も
た
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
地
方
で
は
ぬ
き
に
し
て
考
え
る
こ
と

の
出
来
な
い

〃
お
が
み
や
さ
ん
〃
を
戦
後
の
混
乱

期
か
ら
寺
院
に
集
め
、
積
極
的
に
指
導
す
る
こ
と

で
日
蓮
宗
に
近
い
信
者
を
増
や
し
て
き
た
寺
院
が

い
く
つ
か
あ
る
。
御
祈
祷
は
人
が
集
り
や
す
く
、

そ
の
人
達
と
家
族
的
ム
ー
ド
の
つ
な
が
り
を
継
続

し
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
や
そ
の
人
間
関
係
に
こ

だ
わ
る
こ
と
な
く
信
者
と
し
て
集
め
て
き
た
。

他
宗
の
地
盤
で
少
な
い
檀
家
を
先
代
か
ら
受
け

継
ぎ
、
苦
労
し
な
が
ら
檀
家
と
心
通
わ
せ
、
修
法

で
他
宗
の
信
者
を
増
や
す
こ
と
で
ど
う
に
か
や
っ

て
き
た
。

《
檀
家
の
意
識
)
檀
家
は
、
地
元
で
親
代
々
か
ら

の
日
蓮
宗
を
守
り
続
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

無
住
に
な
っ
た
C
寺
、
D
寺
を
訪
ね
、
そ
れ
ぞ

れ
の
元
総
代
に
会
っ
た
。

C
寺
の
檀
家
一
〇
〇
戸
全
部
は
同
じ
村
の
禅
宗

寺
院
に
移
り
、
創
立
以
来
二
〇
年
D
寺
の
三
〇
人

の
信
者
も
法
華
宗
な
ど
の
檀
家
に
な
っ
た
。
両
方

と
も
菩
提
寺
を
変
え
る
と
き
、
他
所

(
隣
町
)

の

日
蓮
宗
で
は
な
く
、
地
元
の
他
宗
寺
院
を
選
ん
だ

し
か
し
、
「
今
で
も
気
持
ち
は
親
の
代
か
ら
の
日
蓮

宗
」
で
、
禅
宗
の
寺
院
に
行
っ
て
も
お
題
目
を
唱

え
法
華
経
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
。

菩
提
寺
は
変
わ
っ
た
が
無
住
に
な
っ
た
も
と
の

お
寺
は
、
親
か
ら
、
ひ
い
て
は
先
祖
か
ら
伝
わ
っ

た
も
の
だ
か
ら
守
り
た
い
。
禅
宗
に
な
っ
て
も
寺

の
祭
礼
は
し
ば
ら
く
続
け
、
倒
壊
寸
前
の
本
堂
も

仏
様
だ
け
で
も
な
ん
と
か
し
だ
い
と
考
え
続
け
て

き
た
。
し
か
し
経
費
の
点
で
む
ず
か
し
い
。
今
で

も
復
興
を
考
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
に
は
地
縁

血
縁
が
宗
派
意
識
に
優
先
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
。

一
方
E
寺
は
二
〇
年
間
住
職
が
不
在
で
、
心
あ

る
三
人
の
檀
家
が
中
心
と
な
っ
て
新
た
に
護
持
会

を
結
成
、
年
一
回
の
祭
礼
で
あ
る
御
会
式
に
は
働

き
盛
り
の
人
達
を
中
心
に
参
詣
者
が
増
え
た
。
二

三
〇
戸
の
檀
家
が
広
範
囲
に
散
在
し
て
い
る
も
の

の
、
集
落
毎
の
結
束
が
固
く
そ
の
数
は
減
ら
な
い

と
い
う
。

そ
の
新
役
員
の
一
人
は

「
最
近
の
坊
さ
ん
は
気

迫
に
欠
け
、
寺
を
護
る
だ
け
の
姿
勢
に
見
え
る
。

も
っ
と
檀
家
の
心
に
訴
え
か
け
る
勇
気
を
持
っ
た

布
教
を
し
て
欲
し
い
。
青
年
僧
の
唱
題
行
や
行
脚

に
は
感
銘
を
覚
え
た
」
と
(
写
真
2
)
。

檀
家
は
寺
や
住
職
を
護
る
た
め
に
お
参
り
す
る

の
で
は
な
く
、
先
祖
か
ら
の
日
蓮
宗
で
あ
る
が
た

め
に
お
題
目
を
唱
え
て
い
る
。

老
僧
が
強
い
宗
派
意
識
で
孤
軍
奮
闘
し
て
寺
院

を
守
っ
て
も
、
一
人
よ
が
り
と
な
っ
て
檀
家
の
気

持
ち
と
ズ
レ
を
生
じ
、
さ
ら
に
後
継
者
が
居
つ
か

な
い
理
由
の
一
つ
が
こ
の
へ
ん
に
見
え
る
気
が
す

る
。《

信
者
の
固
定
化
)
霊
感
に
頼
ら
な
い
布
教
を
実

践
し
て
信
者
と
の
結
び
つ
き
を
よ
り
強
く
し
た
い
。

秋
田
を
は
じ
め
東
北
地
方
で
は
〃
お
が
み
や
さ

ん
〃
と
呼
ば
れ
る
民
間
信
仰
に
頼
る
人
が
多
く
、

本
宗
と
し
て
も
修
法
と
関
っ
て
き
た
事
実
を
見
る

と
、
そ
の
存
在
は
大
き
い
。
「
お
が
み
や
は
い
い
加坊さんはもっと気迫を、と語るE寺の役員写真2

減
だ
」
と
し
な
が
ら
も
前
述
し
た
よ
う
に
積
極
的

に
取
り
込
ん
で
、
本
宗
の
信
者
と
し
て
そ
の
数
を

増
や
し
て
い
っ
た
寺
院
は
多
い
。

中
で
も
戦
後
多
く
生
れ
た
教
会
、
結
社
は
霊
感

が
あ
る
と
す
る
人
を
中
心
に
、
多
く
の
熱
心
な
信

者
を
集
め
て
い
る
。
禅
宗
の
僧
侶
が
、
霊
が
憑
い

た
と
言
っ
て
お
祓
い
を
受
け
に
来
た
り
、
医
師
が

来
た
り
、
あ
る
い
は
精
神
科
医
に
勧
め
ら
れ
た
と

言
っ
て
来
る
人
も
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
ご
利
益
が
中
心
の
こ
の
信
仰
形
態
は
信

者
が
流
動
的
な
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
内
容
の
面

も
含
め
て
い
い
加
減
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
面

接
し
た
二
つ
の
結
社
の
担
任
は
両
方
と
も
、
信
者

の
悩
み
に
は
霊
感
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
な
る
べ

く
話
を
聞
い
て
上
げ
る
こ
と
に
し
、
法
華
経
を
説

く
布
教
を
心
か
け
て
い
る
と
語
っ
た
。

こ
う
し
た
霊
感
な
ど
の
民
間
信
仰
と
本
宗
の
布

教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
っ
と
突
っ
込

ん
だ
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

《
ま
と
め
)

戦
後
の
時
代
の
安
定
と
住
職
の
努
力
で
、
本
宗

寺
院
と
檀
信
徒
と
の
結
び
つ
き
は
全
般
的
に
強
い
。

檀
家
数
は
人
口
増
減
の
少
な
い
地
域
で
因
習
に
こ

だ
わ
る
風
潮
か
ら
変
化
が
な
く
、
過
疎
地
で
は
減

少
と
老
齢
化
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

各
住
職
は
そ
れ
相
当
の
苦
労
と
努
力
を
し
て
成
果

も
確
実
に
み
え
る
。
そ
の
寺
院
を
支
え
て
い
る
檀

家
の
意
識
は
先
祖
供
養
が
優
先
し
、
住
職
が
〃
日

蓮
宗
の
寺
院
護
持
〃

に
こ
だ
わ
る
と
檀
信
徒
の
心

と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
る
。

昔
か
ら
"
お
が
み
や
さ
ん
〃

や
霊
感
と
言
っ
た

民
間
信
仰
が
多
く
、
修
法
も
盛
ん
で
あ
る
が
、
一

方
で
そ
の
不
安
定
さ
、
内
容
的
な
面
で
問
題
点
を

指
摘
す
る
声
も
あ
る
。
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