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地方移住・定住政策のいま特
集

　

農
山
漁
村
の
と
ら
え
方

　

近
年
の
「
田
園
回
帰
」
の
動
向
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま

で
農
山
漁
村
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
を
ま
ず
整
理
し
ま
し

ょ
う
。

　

戦
後
長
い
間
、
農
山
村
の
代
表
的
な
と
ら
え
方
の
ひ
と
つ
が
「
過
疎
地

域
」
と
い
う
概
念
で
す
。「
過
疎
」
と
い
う
言
葉
は
一
九
六
七
年
に
は
じ
め

て
公
的
な
文
書
に
登
場
し
ま
し
た
が
、
一
九
七
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
「
過

疎
地
域
緊
急
特
別
措
置
法
」
に
始
ま
る
歴
代
の
過
疎
法
で
は
、
人
口
減
少

率
、
高
齢
者
比
率
、
若
年
者
比
率
な
ど
の
人
口
要
件
と
、
財
政
力
指
数
な

ど
の
財
政
力
要
件
を
満
た
す
、
原
則
、
市
町
村
の
単
位
を
過
疎
地
域
と
し

て
指
定
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
代
表
的
な
も
の
に
「
中
山
間
地
域
」
と
い
う
概
念
も
あ
り

ま
す
。
こ
ち
ら
は
一
九
八
八
年
度
の
『
農
業
白
書
』
で
「
平
野
の
周
辺
部

か
ら
山
間
地
に
至
る
ま
と
ま
っ
た
平
坦
な
耕
地
が
少
な
い
地
域
」
と
し
て

取
り
あ
げ
ら
れ
た
農
政
用
語
で
、
農
業
統
計
上
の
農
業
地
域
類
型
の
中
間

農
業
地
域
と
山
間
農
業
地
域
の
範
囲
で
し
た
。
当
初
は
農
業
上
の
条
件
不

利
地
域
を
さ
す
言
葉
と
し
て
、
そ
の
後
は
農
業
面
以
外
で
の
条
件
不
利
地

域
も
さ
す
言
葉
と
し
て
さ
か
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
と
り
わ
け
経
済
的
な
地
域
構
造
か
ら
学
術
的
に
農
山
漁
村
を
と

ら
え
た
言
葉
と
し
て
「
周
辺
地
域
」
と
い
う
概
念
も
あ
り
ま
す
。
も
と
も

と
世
界
シ
ス
テ
ム
論
で
、
植
民
地
と
宗
主
国
、
あ
る
い
は
発
展
途
上
国
と

先
進
国
の
地
域
間
の
不
平
等
な
構
造
を
論
じ
る
際
に
使
わ
れ
た
中
心
─
周

辺
論
を
、
日
本
に
当
て
は
め
た
も
の
で
す
。
戦
後
日
本
の
農
山
漁
村
の
構

地
方
移
住
・
定
住
政
策
の
い
ま

「
田
園
回
帰
」と

農
山
漁
村
・
都
市
と
の
新
し
い
関
係

地
方
移
住
・
定
住
政
策
の
舞
台
と
し
て
大
き
な
割
合
を
占
め
る
の
が
農
山
漁
村
地
域
で
あ
り
、

都
市
か
ら
農
山
漁
村
へ
の
人
口
移
動
の
増
加
は
「
田
園
回
帰
」
と
い
う
言
葉
を
生
ん
だ
。

そ
の
背
景
に
あ
る
農
山
漁
村
と
都
市
と
の
新
し
い
関
係
に
つ
い
て
、

そ
し
て
自
治
体
職
員
に
求
め
ら
れ
る
も
の
を
考
え
る
。

鳥
取
大
学
地
域
学
部
教
授

筒
井
一
伸

つ
つ
い
・
か
ず
の
ぶ

一
九
七
四
年
生
ま
れ
。
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
地
理
学
専
攻
修
了
。
博
士
（
文
学
）。
専

門
は
農
村
地
理
学
・
地
域
経
済
論
。
愛
知
県
豊
根
村
役
場
の
地
域
間
交
流
支
援
専
門
研
究
員
な
ど
を
経

て
、
鳥
取
大
学
地
域
学
部
に
着
任
。
農
山
漁
村
と
都
市
の
地
域
間
関
係
の
あ
り
方
を
研
究
。
主
な
編
著

書
に
『
田
園
回
帰
の
過
去
・
現
在
・
未
来
』（
農
文
協
、
二
〇
一
六
年
）、『
田
園
回
帰
が
ひ
ら
く
新
し

い
都
市
農
山
村
関
係
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。

造
変
化
を
、
周
辺
地
域
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
も
の
で

す
。

　
「
課
題
の
あ
る
地
域
」
か
ら
「
価
値
の
あ
る
地
域
」
へ

　

こ
こ
で
島
根
大
学
の
農
業
経
済
学
の
先
生
だ
っ
た
安
達
生
恒
先
生
に
よ

る
過
疎
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
図
１
）
を
見
て
み
ま
す
。
島
根
県
は
過
疎
の

発
祥
の
地
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
調
査
を
し
て
い
た
安
達
先
生
が
、
過

疎
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
と
表
し
た
図
で
す
。

　

先
ほ
ど
の
過
疎
法
の
定
義
よ
り
も
、
も
う
ち
ょ
っ
と
現
場
の
話
に
な
っ

て
く
る
と
、①
農
村
人
口
だ
け
で
な
く
農
家
戸
数
も
減
る
「
挙
家
離
村
」
が

生
じ
る
こ
と
か
ら
、
②
産
業
の
衰
退
や
生
活
環
境
の
悪
化
が
起
こ
る
。
こ

こ
ま
で
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
③
住
民
意
識
の
後
退

が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
「
こ
ん
な
村
は

嫌
だ
」
と
い
う
意
識
が
生
じ
て
、
そ
れ
が
ま
た
新
た
に
①
農
村
人
口
と
農

家
戸
数
の
急
減
を
生
み
出
し
、
そ
こ
か
ら
②
産
業
の
衰
退
や
生
活
環
境
の

悪
化
を
招
き
、
③
住
民
意
識
の
後
退
を
さ
ら
に
生
じ
さ
せ
る
悪
循
環
の
回

路
が
で
き
あ
が
っ
て
き
て
、
最
終
的
に
は
④
集
落
の
消
滅
に
つ
な
が
る
と

い
う
構
造
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
図
が
発
表
さ
れ
た
の
は
法
律
雑
誌

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』の
一
九
七
〇
年
の
号
で
す
。

つ
ま
り
過
疎
法
施
行
時
に
、
す
で
に
こ
う

し
た
住
民
意
識
の
後
退
の
問
題
が
指
摘
さ

れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
の
行
政
の

過
疎
対
策
は
、
そ
こ
に
十
分
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

た
と
え
ば
農
業
の
効
率
化
で
あ
る
と
か
、

農
山
漁
村
の
工
業
化
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ

ま
な
産
業
の
衰
退
を
食
い
止
め
る
よ
う
な

政
策
は
か
な
り
行
わ
れ
ま
し
た
し
、
生
活

環
境
の
面
で
も
、
道
路
の
整
備
や
文
化
ホ

ー
ル
な
ど
の
公
共
施
設
を
作
っ
て
い
く
と

い
う
よ
う
な
政
策
は
相
当
程
度
行
わ
れ
ま

し
た
。
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

た
く
さ
ん
の
お
金
を
か
け
ま
し
た
し
、
そ

の
メ
リ
ッ
ト
も
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
ん
な
に

山
の
中
に
行
っ
て
も
道
路
は
整
備
さ
れ
て

い
る
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
も
あ

る
程
度
使
え
る
。

図１●安達生恒による過疎化のメカニズム

出典：筒井一伸編『田園回帰がひらく新しい都市農山村関係』図序 -4を一部改変

①
農村人口・農家戸数

の急減

④
集落の消滅

③
住民意識の後退

②
産業の衰退

生活環境の悪化


