
一 　
　
は
じ
め
に

　・
　

中
山
間
地
域
か
ら
農
業
・
農
村
社
会
の
衰
退
が

顕
在
化
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
中
山
間
地

域
の
将
来
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
昨
年
度
か

ら
始
ま
っ
た
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
や
各

地
の
行
政
・
農
協
そ
し
て
農
村
住
民
自
身
の
取
り

組
み
は
、
農
業
・
社
会
の
衰
退
に
対
し
ど
の
程
度

抑
止
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

農
業
・
社
会
の
「
変
貌
」
が
避
け
ら
れ
な
い
と
す

る
と
、
新
し
い
農
業
・
社
会
の
将
来
像
を
ど
の
よ

う
に
描
い
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
、
去
る
八

月
上
旬
、
高
齢
化
と
農
業
衰
退
が
著
し
い
広
島
県

作
木
村
を
訪
問
し
た
。
以
下
は
そ
の
報
告
で
あ
る
。

二 　
　
進
む
人
口
減
少
と
高
齢
化
・
農
業
衰
退

　・
　

中
国
山
地
は
、
中
山
間
地
域
の
多
く
が
抱
え
る

問
題
が
早
く
か
ら
尖
鋭
に
現
わ
れ
た
地
域
で
あ
る
。

中
で
も
広
島
県
北
東
部
に
位
置
し
島
根
県
境
に
あ

る
作
木
村
は
、
棚
田
に
囲
ま
れ
た
小
集
落
が
沢
沿

い
に
点
在
す
る
典
型
的
な
山
間
地
域
で
、
交
通
の

便
や
就
業
機
会
に
も
恵
ま
れ
な
い
た
め
後
継
ぎ
世

代
の
村
外
流
出
が
続
き
、
人
口
減
少
と
高
齢
化
の

進
展
が
顕
著
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
六
、
六
三

三
人
い
た
同
村
の
人
口
は
二
〇
〇
〇
年
に
は
二
、

〇
一
三
人
へ
と
三
分
の
一
以
下
に
減
少
し
た
。
現

在
高
齢
化
率
は
四
三
％
で
、
県
下
一
、
二
を
争
っ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
人
口
構
造
の
脆
弱
化
に
伴
っ
て
、
農

業
衰
退
も
著
し
い
。
八
五
年
に
六
〇
三
戸
あ
っ
た

農
家
戸
数
は
二
〇
〇
〇
年
に
は
四
四
五
戸
ま
で
減

少
し
た
。
そ
の
う
ち
、
単
身
農
家
世
帯
は
五
五
戸

で
全
体
の
一
二
％
、
世
帯
主
が
六
五
歳
以
上
の
二

人
（
夫
婦
）
世
帯
は
一
三
二
戸
で
三
〇
％
に
達
し

て
い
る
。
農
家
の
減
少
と
高
齢
化
の
進
展
に
と
も

な
い
、
総
経
営
耕
地
面
積
は
八
五
年
の
三
四
八　
��

か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
二
三
四　

へ
と
十
五
年
間
で

��

三
三
％
減
っ
て
い
る
。

三 　
　
直
接
支
払
制
度
の
成
果
と
限
界

　・
　

そ
れ
で
は
、
昨
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
中
山
間
地

域
等
直
接
支
払
制
度
は
、
こ
う
し
た
農
業
衰
退
に

ど
の
程
度
歯
止
め
を
か
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
比
較
的
若
い
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
集
落
の

中
に
は
、
村
が
行
う
他
の
補
助
事
業
と
直
接
支
払

制
度
を
結
び
つ
け
て
高
齢
者
で
も
作
れ
る
転
作
作

物
（
タ
ラ
の
芽
、
タ
デ
等
）
を
導
入
し
、
集
落
の

集
会
所
に
も
活
用
で
き
る
集
荷
所
を
作
ろ
う
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
高
齢
者
に
よ
る
農
業
活

性
化
と
集
落
活
力
の
増
進
に
活
か
そ
う
と
積
極
的

に
直
接
支
払
制
度
を
活
用
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
集
落
は
少
な
く
、
村
内
に

あ
る
八
四
の
集
落
の
う
ち
、
制
度
施
行
一
年
目
の

昨
年
度
に
集
落
協
定
を
結
ん
だ
の
は
二
四
集
落
に

す
ぎ
な
い
。
協
定
面
積
は
合
計
で
八
八
・
五　
��

（
う
ち
水
田
八
六
・
八　

）、
参
加
戸
数
は
一
四
三

��

戸
と
な
っ
て
い
る
。
集
落
数
、
経
営
耕
地
面
積
、

農
家
戸
数
に
対
す
る
集
落
協
定
の
カ
バ
ー
率
は
、

そ
れ
ぞ
れ
順
に
二
九
％
、
三
八
％
、
三
二
％
で
あ

る
。
同
村
の
全
農
地
が
直
接
支
払
制
度
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
実
際
の
達
成

率
は
こ
の
数
値
よ
り
高
い
は
ず
だ
し
、
今
年
度
は

協
定
締
結
集
落
が
倍
増
し
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の

制
度
が
一
定
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か

だ
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
協
定
締
結
が
は
か

ば
か
し
く
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

同
村
の
役
場
の
担
当
者
は
、
集
落
協
定
の
締
結

が
進
ま
な
か
っ
た
第
一
の
理
由
と
し
て
、
集
落
の

リ
ー
ダ
ー
の
不
在
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
最
大
の

原
因
は
お
そ
ら
く
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。
同
村
の
資
料
に
よ
る
と
、
集
落
協
定
の
締

結
に
限
ら
ず
、
少
子
・
高
齢
化
に
よ
っ
て
、
葬
儀

等
の
互
助
や
道
路
の
草
刈
な
ど
、
集
落
機
能
の
低

下
が
著
し
く
な
っ
て
い
る
。
高
齢
化
に
よ
る
集
落

機
能
の
低
下
が
リ
ー
ダ
ー
不
在
を
生
み
、
集
落
協

定
の
締
結
を
困
難
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

作
木
村
で
集
落
協
定
が
な
か
な
か
進
ん
で
い
な

い
他
の
理
由
と
し
て
、
農
業
環
境
の
悪
化
が
挙
げ

ら
れ
る
。
農
業
環
境
の
悪
化
は
、
生
産
調
整
割
当

て
の
拡
大
と
米
価
の
低
下
に
表
れ
て
い
る
。
同
村

の
生
産
調
整
の
達
成
率
は
一
一
〇
％
と
高
い
が
、

転
作
は
約
三
割
（
飼
料
作
物
が
主
）
に
す
ぎ
ず
、

―  ７  ―
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な
機
能
は
、
高
齢
農
家
な
ど
か
ら
田
植
え
や
稲
刈

り
な
ど
稲
作
の
作
業
を
受
託
す
る
こ
と
で
あ
る
。

現
在
の
受
託
量
は
耕
起
が
二　

、
田
植
え
が
三
〜

��

四　

、
稲
刈
り
が
六　

ほ
ど
で
、
増
加
し
て
い
る

��

��

と
い
う
。

　

弱
体
化
し
た
農
業
基
盤
の
サ
ポ
ー
ト
役
と
し
て
、

公
社
の
役
割
は
今
後
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
と
予

想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
農
業
衰
退
の
最
終

的
な
防
波
堤
に
な
る
と
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

公
社
が
作
業
受
託
す
る
田
は
（
基
本
的
に
）「
作
業

機
械
の
出
入
り
可
能
」
な
田
（

≒

圃
場
整
備
済
み

の
田
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
畦
畔
の
草
刈

や
水
管
理
ま
で
含
め
た
全
面
経
営
受
託
を
す
れ
ば

現
在
の
米
価
で
は
赤
字
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の

た
め
、
農
家
が
草
刈
や
水
管
理
を
自
分
で
で
き
な

く
な
れ
ば
、
公
社
は
農
作
業
の
受
託
を
や
め
ざ
る

を
え
な
い
。
農
地
の
引
き
受
け
手
が
ほ
か
に
い
な

い
現
状
で
は
、
こ
の
時
点
で
農
地
は
耕
作
放
棄
さ

れ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
「
最
終
的
に
は
作
木
村
の
経
営
耕
地
は
ど
の
程

度
ま
で
減
る
と
思
う
か
」
と
い
う
筆
者
の
問
い
に
、

役
場
の
担
当
者
は
、「
現
在
の
半
分
程
度
で
は
な
い

か
」
と
答
え
て
い
る
。
現
在
の
そ
れ
が
二
三
四　
��

と
す
れ
ば
一
二
〇　

程
度
が
最
終
的
な
防
衛
ラ
イ

��

ン
で
、
そ
れ
は
八
五
年
の
経
営
耕
地
面
積
と
比
べ

る
と
約
七
割
減
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
ま
で

農
地
が
減
少
す
る
こ
と
を
完
全
に
防
ぐ
手
立
て
は
、

直
接
支
払
制
度
も
含
め
て
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
て

い
な
い
。
そ
の
防
衛
ラ
イ
ン
で
さ
え
、
今
後
の
米

価
の
動
向
に
よ
っ
て
は
守
り
き
れ
る
保
証
は
な
い
。

五 　
　
山
間
地
域
農
業
・
社
会
の
将
来
像
は
？

　・
　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
今
後
の
課
題
は
こ
う
し
た

現
実
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
ど
の
よ
う
に
中
山
間

地
域
の
新
た
な
将
来
像
を
描
き
実
現
し
て
い
く
か

で
あ
る
。
筆
者
の
作
木
村
訪
問
に
際
し
、
村
長
の

増
田
和
俊
氏
か
ら
、「
定
住
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

た
作
木
村
の
将
来
像
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
道

路
や
住
宅
環
境
な
ど
基
本
的
な
イ
ン
フ
ラ
を
整
備

し
、
地
方
都
市
（
三
次
市
）
へ
の
通
勤
圏
と
し
て

若
者
（
村
外
か
ら
の
流
入
組
も
含
め
）
の
定
住
を

可
能
と
す
る
。
加
え
て
、
一
旦
都
会
へ
流
出
し
た

人
々
が
リ
タ
イ
ア
し
た
と
き
に
故
郷
に
戻
れ
る
よ

う
な
環
境
を
整
え
る
。
主
に
こ
う
し
た
Ｕ
タ
ー
ン

組
に
よ
っ
て
集
落
は
維
持
さ
れ
、
農
業
も
ま
た
小

規
模
な
が
ら
維
持
さ
れ
る
、
と
い
う
村
の
将
来
像

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
新
規
就
農
者
等
の
受
け
入
れ

も
、
積
極
的
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

作
木
村
を
管
内
に
も
つ
Ｊ
Ａ
三
次
な
ど
で
は
、
高

齢
者
等
に
よ
る
少
量
多
品
目
生
産
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
た
め
、
村
内
に
農
産
物
直
売
所
を
設
置
し
た
り

広
島
市
に
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
作
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
試
み
も
そ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

中
山
間
地
域
の
農
業
・
社
会
が
急
速
に
衰
退
し

て
い
る
今
こ
そ
、
短
期
的
・
経
済
的
視
点
か
ら
だ

け
で
な
く
、
食
料
安
全
保
障
、
高
齢
化
社
会
の
到

来
、
農
業
・
農
村
社
会
が
持
つ
社
会
的
・
環
境
的

価
値
等
の
視
点
か
ら
、
中
山
間
地
域
農
業
・
社
会

の
役
割
と
将
来
像
を
明
確
に
し
そ
の
実
現
の
た
め

に
更
に
踏
み
込
ん
だ
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。　　
　
　
　
　
　
（
須
田
敏
彦
）

五
〜
六
割
は
耕
作
放
棄
と
潰
廃
で
あ
る
。
農
業
環

境
の
悪
化
は
、
農
業
経
営
や
農
地
保
全
に
対
す
る

意
欲
を
失
わ
せ
、
集
落
協
定
締
結
の
阻
害
要
因
と

な
っ
て
い
る
。

四 　
　
農
地
保
全
の
た
め
の
地
域
の
取
り
組
み

　・
　

こ
う
し
た
農
業
生
産
の
足
腰
の
脆
弱
化
に
対
抗

す
る
た
め
、
地
域
住
民
や
行
政
・
農
協
の
取
り
組

み
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
農
業
衰

退
の
動
き
を
食
い
止
め
る
に
は
い
た
ら
な
い
の
が

現
実
の
よ
う
で
あ
る
。
農
地
を
流
動
化
し
安
定
的

な
経
営
体
の
下
で
効
率
的
な
活
用
を
図
る
に
も
、

圃
場
整
備
率
は
四
〇
〜
四
五
％
程
度
に
す
ぎ
ず
、

整
備
済
み
の
農
地
も
小
規
模
で
草
刈
な
ど
に
手
間

の
か
か
る
棚
田
で
あ
る
。
圃
場
整
備
さ
れ
て
い
な

い
農
地
は
当
然
の
こ
と
、
整
備
済
み
の
農
地
で
さ

え
借
り
手
を
探
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
村
の
調
査

に
よ
る
と
、
農
家
の
貸
し
出
し
希
望
農
地
面
積
は

借
り
入
れ
希
望
面
積
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

村
内
の
最
大
規
模
の
農
家
は
現
在
二
〜
二
・
五　
��

規
模
で
、
村
の
「
経
営
・
生
産
対
策
推
進
会
議
」

に
よ
れ
ば
今
後
も
せ
い
ぜ
い
三　

規
模
の
農
家
が

��

想
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
昨
今
の
米
価
の

低
落
は
、
稲
作
の
意
欲
を
減
退
さ
せ
て
お
り
、
大

規
模
農
家
に
よ
る
遊
休
農
地
の
集
積
を
一
層
困
難

に
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
農
地
保
全
に
対
す
る
農
家
自
身

の
取
り
組
み
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
同
村
で

は
、
村
と
農
協
そ
し
て
森
林
組
合
の
出
捐
に
よ
り
、

「（
財
）作
木
村
ふ
る
さ
と
振
興
公
社
」
が
四
年
前

（
平
成
九
年
）に
設
立
さ
れ
た
。
同
公
社
の
中
心
的
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