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　前号に引き続き、全国離島振興協議会が設置した「離島振興法改
正検討会議」の委員を務めていただいた学識経験者3 名に、それぞ
れの専門分野から「新しい離島振興への提言」をお寄せいただいた。
　今号では、地域づくり、観光振興 、海外の離島振興施策などから
の政策論を掲載する。
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こ
の
「
新
た
な
担
い
手
」
と
は
、
先
の
文
章
に
も
あ
る
よ
う
に
、
Ｕ

Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
等
の
移
住
者
に
加
え
て
、
関
係
人
口
を
指
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
離
島
を
め
ぐ
り
、
な
ぜ
い
ま
議
論
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

前
回
の
離
島
振
興
法
改
正
（
二
〇
一
二
年
）
か
ら
、
こ
れ
ら
の
実
態
は
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
点
の
論
究
を
進

め
た
い
。
そ
の
際
、
変
化
の
全
体
像
を
掴
む
た
め
に
、
離
島
の
み
で
は

な
く
、
わ
が
国
の
農
山
漁
村
全
体
を
対
象
と
し
な
が
ら
議
論
す
る
。
た

だ
し
、
後
述
の
と
お
り
、
離
島
は
、
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
変
動
の
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
地
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
離
島
を
は
じ
め
と
す
る
農
山

漁
村
」
と
い
う
表
現
は
、
形
式
的
な
表
記
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意

味
合
い
も
含
ん
で
い
る
。

変
化
の
あ
っ
た
関
係
人
口
を
め
ぐ
る
議
論

筆
者
が
委
員
長
を
務
め
た
全
国
離
島
振
興
協
議
会
「
離
島
振
興
法
改

正
検
討
会
議
」
の
報
告
書
（
二
〇
二
一
年
六
月
）
に
次
の
一
文
が
あ
る
（
傍

点
は
筆
者
）。

離
島
の
地
域
社
会
を
維
持
し
、
無
人
化
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、

Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
等
の
移
住
定
住
に
限
ら
ず
、
地
域
社
会
と
の
関
わ
り

を
維
持
・
拡
大
し
、「
新
た
な
担
い
手
」

0

0

0

0

0

0

を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

報
告
書
で
は
、
こ
の
「
新
た
な
担
い
手
」
を
め
ぐ
る
状
況
が
「
前
回

の
法
改
正
か
ら
大
き
く
変
化
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
強

調
し
て
い
る
。
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域
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り
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地域づくり

「
し
ま
お
こ
し
」が
端
緒
と
な
っ
た
地
域
づ
く
り

二
〇
一
四
年
か
ら
始
ま
る
地
方
創
生
の
契
機
と
な
っ
た
「
地
方
消
滅

論
［
※
１
］」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
近
年
の
離
島
を
含
む
農
山
漁
村
は
人

口
減
少
と
高
齢
化
が
加
速
度
的
に
進
み
、
地
域
の
力
が
一
斉
に
低
下
し

て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
く
、

地
域
の
困
難
に
向
か
う
力
や
そ
れ
を
応
援
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
確
実

に
存
在
す
る
。

そ
の
点
を
説
明
す
る
た
め
に
、
少
し
時
代
を
遡
ろ
う
。
平
成
の
時
代

が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
バ
ブ
ル
経
済
の
時
期
は
、
農
山
漁
村
は
「
リ
ゾ

ー
ト
ブ
ー
ム
」
に
沸
い
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
ブ
ー
ム
は
、
バ
ブ
ル

経
済
の
崩
壊
と
と
も
に
一
気
に
し
ぼ
み
、
各
地
で
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。

そ
の
後
の
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
バ
ブ
ル
経
済
の
混
乱
と
そ
の
後
遺
症

の
中
か
ら
、
農
山
漁
村
に
登
場
し
た
の
が
「
地
域
づ
く
り
」
運
動
で
あ

る
。じ

つ
は
そ
の
淵
源
は
、
七
〇
年
代
末
、
沖
縄
の
離
島
か
ら
は
じ
ま
る

「
し
ま

0

0

お
こ
し
運
動
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
し
ま

0

0

と
は
、
沖
縄

で
は
集
落
を
指
し
、
列
島
改
造
ブ
ー
ム
（
七
〇
年
代
前
半
）
に
よ
る
島
外

資
本
に
よ
る
土
地
買
い
占
め
に
対
し
て
、「
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て

地
域
を
良
く
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
動
き
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
こ

れ
が
内
地
に
広
が
り
「
地
域
お
こ
し
」「
地
域
づ
く
り
」
へ
と
展
開
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
［
※
２
］。

オンラインを用いた離島振興法改正検討会議の模様。
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と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
農
山
漁
村
に
お
い
て
は
、

こ
の
間
は
「
失
わ
れ
た
」
で
は
な
く
、「
未
来
に
向
け
た
」
時
期
で
あ

っ
た
。

地
域
づ
く
り
と
田
園
回
帰
の
好
循
環

こ
う
し
た
地
域
づ
く
り
の
動
き
に
は
「
援
軍
」
が
生
ま
れ
た
。
若
者

を
中
心
と
し
た
都
市
の
人
々
の
移
住
で
あ
り
、最
近
で
は
「
田
園
回
帰
」

と
い
う
言
葉
と
と
も
に
そ
の
認
識
は
社
会
的
に
定
着
し
て
い
る
。

そ
の
量
的
把
握
を
行
な
っ
た
総
務
省
「『
田
園
回
帰
』
に
関
す
る
調

査
研
究
会
報
告
書
」（
二
〇
一
八
年
三
月
）
は
、
国
勢
調
査
の
個
票
を
使
い
、

「
五
年
前
に
は
都
市
部
に
居
住
し
て
い
た
過
疎
地
域
住
民
」を「
移
住
者
」

と
捉
え
、
そ
の
数
や
地
域
分
布
、
属
性
な
ど
を
調
べ
て
い
る
。
こ
の
定

義
の
た
め
、
転
勤
な
ど
に
よ
る
転
入
人
口
が
含
ま
れ
て
い
た
り
、
逆
に

五
年
前
以
前
の
移
住
が
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
点
に
注
意
は

必
要
だ
が
、「
移
住
」
の
概
ね
の
傾
向
は
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

表
に
あ
る
よ
う
に
五
年
前
と
比
べ
て
、移
住
者
を
増
や
し
た
区
域
（
平

成
大
合
併
前
の
二
〇
〇
〇
年
四
月
時
点
の
旧
市
町
村
）
の
数
は
、
二
〇
〇
〇
～

一
〇
年
の
一
〇
八
区
域
に
対
し
て
、
一
〇
～
一
五
年
に
は
三
・
七
倍
の

三
九
七
区
域
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
過
疎
地
域
の
全
区
域
の
26
％

に
相
当
す
る
。
ま
た
、地
域
別
に
見
れ
ば
、沖
縄
（
48
％
）、四
国
（
38
％
）、

中
国
（
32
％
）
が
高
い
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
従
来
か
ら
田
園
回
帰

そ
の
た
め
、
各
地
で
は
す
で
に
多
様
な
取
り
組
み
が
あ
っ
た
が
、
体

系
化
を
意
識
し
た
の
が
、
一
九
九
七
年
か
ら
は
じ
ま
る
鳥
取
県
智ち

頭づ

町

の
「
日
本
ゼ
ロ
分
の
イ
チ
村
お
こ
し
運
動
」
で
あ
っ
た
。
地
域
の
内
発

力
に
よ
り
、
①
主
体
形
成
、
②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
、
③
経
済
（
構
造
）

再
生
を
一
体
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
運
動
で
あ
る
［
※
３
］。
行
政
に
よ

る
集
落
へ
の
手
上
げ
方
式
に
よ
る
一
括
交
付
金
の
複
数
年
支
払
い
な
ど
、

当
時
と
し
て
は
異
例
の
支
援
も
あ
り
、
全
国
か
ら
注
目
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
方
法
の
地
域
づ
く
り
は
農
山
漁
村
で
広
が
り
、
西
日
本
を
中
心

に
各
地
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

上
述
の
地
域
づ
く
り
の
特
徴
を
ま
と
め
れ
ば
「
内
発
性
」「
多
様
性
」

「
革
新
性
」
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
の
が
、

地
域
振
興
の
「
内
発
性
」
で
あ
る
。
こ
の
直
前
に
行
な
わ
れ
て
い
た
リ

ゾ
ー
ト
開
発
は
、
典
型
的
な
「
外
来
型
開
発
」
で
あ
っ
た
。
外
部
資
本

に
よ
り
、
カ
ネ
も
意
思
も
外
部
か
ら
注
入
さ
れ
、
地
域
の
住
民
は
土
地

や
労
働
力
の
提
供
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
内
発
性
は
、
み
ず
か
ら
の
意

思
で
地
域
住
民
が
立
ち
上
が
る
プ
ロ
セ
ス
を
持
つ
実
践
で
あ
る
こ
と
が

特
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
先
発
し
た
「
し
ま
お
こ
し
」
の
精
神
が
貫
か

れ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
地
域
づ
く
り
の
進
展
が
、
バ
ブ
ル
経
済
崩

壊
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
失
わ
れ
た
一
〇
年
」
と
時
期
的
に
重
な
り
合
う

の
は
偶
然
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
間
に
「
農
山
漁
村
は
内
発
的
に

し
か
発
展
し
な
い
」
と
い
う
地
域
の
覚
悟
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
原
動
力
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地域づくり

傾
向
が
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
デ
ー
タ
に
も
は
っ
き
り
と
現

れ
て
い
る
。

移
住
者
を
増
や
し
た
区
域
を
地
図
上
で
見
れ
ば
、
沖
縄
で
は
離
島
部

に
移
住
者
増
加
地
区
が
多
く
、
中
国
、
四
国
で
は
、
特
に
山
地
の
脊
梁

部
で
あ
る
県
境
付
近
で
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
紀
伊

半
島
や
中
部
地
方
な
ど
他
の
地
域
で
も
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
移
住
を
め
ぐ
る
地
域
的
分
布
は
、
離
島
を
は
じ
め
と
す

る
遠
隔
地
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
九
〇
年
代
後
半
か
ら
本

格
化
す
る
地
域
づ
く
り
運
動
と
田
園
回
帰
が
無
縁
で
な
い
こ
と
も
示
唆

し
て
い
る
。
移
住
の
要
因
は
多
様
で
あ
る
が
、
先
述
の
地
域
づ
く
り
の

実
践
が
若
者
を
中
心
と
す
る
移
住
者
を
惹
き
つ
け
て
い
る
。
ま
た
、
こ

う
し
た
人
々
が
、
い
わ
ゆ
る
「
よ
そ
者
」
と
し
て
地
域
づ
く
り
に
参
加

し
て
、
さ
ら
に
農
山
漁
村
を
輝
か
し
て
い
る
事
例
も
少
な
く
な
い
。
つ

ま
り
、「
地
域
づ
く
り
と
田
園
回
帰
の
好
循
環
」
で
あ
る
。

関
係
人
口
の
概
念
の
登
場

こ
の
田
園
回
帰
と
か
か
わ
り
、地
方
創
生
期
に
生
ま
れ
た
概
念
が「
関

係
人
口
」
で
あ
る
。
こ
の
提
唱
者
の
ひ
と
り
で
雑
誌
『
ソ
ト
コ
ト
』
編

集
長
の
指さ

し

出で

一
正
氏
は
、「
関
係
人
口
と
は
、
言
葉
の
と
お
り
『
地
域

に
関
わ
っ
て
く
れ
る
人
口
』
の
こ
と
。
自
分
の
お
気
に
入
り
の
地
域
に

週
末
ご
と
に
通
っ
て
く
れ
た
り
、
頻
繁
に
通
わ
な
く
て
も
何
ら
か
の
形

区域数
移住者増加区域数 増加区域の割合（％）

2000年
→2010年

2010年
→2015年

2000年
→2010年

2010年
→2015年

北海道 176 15 52 8.5 29.5
東　北 305 26 82 8.5 26.9
関　東 136 9 32 6.6 23.5
東　海 76 2 11 2.6 14.5
北　陸 39 1 10 2.6 25.6
近　畿 107 6 20 5.6 18.7
中　国 205 12 66 5.9 32.2
四　国 133 10 51 7.5 38.3
九　州 323 23 62 7.1 19.2
沖　縄 23 4 11 17.4 47.8
全　国 1523 108 397 7.1 26.1

移住者数が増加した区域数（過疎地域）

註１） 資料＝総務省「『田園回帰』に関する調査研究報告書」（2018年）の記載データより作成。原資料は国勢
調査の組み替え集計

註２）区域は2000年４月の市町村。
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④
人
口
あ
た
り
関
係
人
口
が
多
い
市
町
村
で
は
、
人
口
の
転
入
超
過

傾
向
も
強
く
、
関
係
人
口
の
大
き
さ
と
移
住
の
活
発
さ
に
は
関
係
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
直
接
的
な
地
域
貢
献
か
ら
、
就
労
、
そ
し
て
消
費
目

的
ま
で
の
多
様
な
関
係
人
口
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
注
目

さ
れ
る
の
は
、
そ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
あ
り
、
関
係
人
口
内
で
の
割
合
は

小
さ
く
と
も
、
絶
対
数
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
三
大
都
市

圏
の
関
係
人
口
で
、
そ
の
対
象
地
域
が
離
島
を
含
む
「
農
山
漁
村
部
」

で
あ
る
者
は
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
が
、
実
数
で
は
約
四
四

万
人
に
も
お
よ
ぶ
。
い
さ
さ
か
乱
暴
な
試
算
と
な
る
が
、
国
内
の
集
落

（
農
林
統
計
に
よ
る
「
農
業
集
落
」）
は
、
都
市
的
地
域
を
除
い
て
約
一
一
万

集
落
あ
り
、
一
集
落
平
均
で
は
大
雑
把
に
四
人
程
度
の
関
係
人
口
が
い

る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
関
係
人
口
」
と
い
う
人
々
の
地
域
に
対
す
る
行
動
の

幅
広
い
捉
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
こ
と
を
可
視
化
し
た
。

第
一
に
、
頻
繁
に
地
域
に
通
う
人
も
い
れ
ば
、
地
域
へ
の
ア
ク
セ
ス
な

し
に
思
い
を
深
め
る
者
も
い
る
よ
う
に
、
人
々
の
地
域
へ
の
か
か
わ
り

方
に
は
大
き
な
多
様
性
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
移
住
だ
け
で

な
い
、
地
域
へ
の
多
彩
な
か
か
わ
り
が
顕
在
化
し
た
。

第
二
は
、
そ
の
多
様
な
か
か
わ
り
方
の
中
に
、
あ
た
か
も
階
段
の
よ

う
に
、農
山
漁
村
へ
の
か
か
わ
り
を
深
め
る
プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
る
（
こ

れ
を
「
関
わ
り
の
階
段
」
と
呼
ぶ
）。
例
え
ば
、
農
山
漁
村
に
対
し
て
、
①

で
そ
の
地
域
を
応
援
し
て
く
れ
る
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
る
［
※
４
］」
と

し
、農
山
漁
村
な
ど
に
関
心
を
持
ち
、何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持
つ
人
々

を
「
関
係
人
口
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、
若
者
を
中
心
に
こ
の
よ
う
な

人
々
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
地
方
部
（
と
く

に
農
山
漁
村
）
の
展
望
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
関
係
人
口
に
つ
い
て
も
量
的
把
握
が
進
ん
で
い
る
。
国
土
交
通

省
「
地
域
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」（
二
〇
一
九
年
九
月

実
施
）
に
よ
り
、
三
大
都
市
圏
と
そ
れ
以
外
の
地
域
の
関
係
人
口
の
実

数
が
推
計
さ
れ
て
い
る
。
三
大
都
市
圏
域
に
居
住
す
る
者
に
関
し
て
、

お
も
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
三
大
都
市
圏
（
一
八
歳
人
口
約
四
六
七
八
万
人
）
で
は
、
約
18
％
（
約

八
六
一
万
人
）
が
関
係
人
口
と
し
て
、
日
常
生
活
圏
・
通
勤
圏
な
ど
以

外
の
特
定
の
地
域
を
訪
問
し
て
い
る
。

②
そ
の
内
訳
（
訪
問
系
に
限
定
）
は
、
直
接
寄
与
型
（
地
域
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
企
画
・
運
営
、
協
力
・
支
援
等
）
三
〇
一
万
人
（
全
住
民
に
対
す
る
割

合
6.4
％
）、
趣
味
・
消
費
型
二
三
三
万
人
（
同
5.0
％
）、
参
加
・
交
流
型
一

八
九
万
人
（
同
4.0
％
）、
テ
レ
ワ
ー
ク
的
就
労
型
八
八
万
人
（
同
1.9
％
）

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

③
関
係
人
口
（
訪
問
系
）
が
関
わ
る
地
域
は
、
同
じ
大
都
市
圏
内
で

あ
る
こ
と
も
多
く
、「
都
市
内
関
係
人
口
」
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
三
大
都
市
圏
の
都
市
部
」
以
外
に
関

わ
り
、
訪
問
す
る
人
々
は
約
四
四
八
万
人
い
る
。
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ト
ス
ポ
ッ
ト
」
に
な
り
は
じ
め
て
お
り
、
そ
れ
は
統
計
的
に
も
確
認
で

き
る
。
そ
の
理
由
は
、
し
ご
と

0

0

0

を
作
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
実
態
を
み
る
た
め
に
、
現
実
に
進
ん
で
い
る
、
離
島
を
含
む
全

国
の
移
住
者
に
よ
る
し
ご
と

0

0

0

づ
く
り
を
整
理
す
る
と
、
①
起
業
、
②
継け

い

業
、
③
移
業
、
④
多
業
の
四
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
［
※
５
］。

起
業
に
つ
い
て
、
説
明
の
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
起
業
の
中
に
は
既

存
の
事
業
を
承
継
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
既
存
事
業
を
そ

の
ま
ま
継
ぐ
こ
と
は
多
く
は
な
く
、
新
た
な
要
素
を
加
え
る
こ
と
が
一

般
的
で
、
そ
の
比
重
に
よ
っ
て
は
、
起
業
に
み
え
る
も
の
も
あ
る
。
つ

ま
り
、
起
業
と
事
業
承
継
は
重
な
り
合
う
存
在
と
言
え
る
。
最
近
で
は
、

こ
の
よ
う
に
既
存
事
業
を
新
た
な
形
で
承
継
す
る
動
き
は
〈
継
業
〉
と

呼
ば
れ
て
い
る
［
※
６
］。
こ
の
概
念
は
、
経
営
資
源
の
み
を
強
調
す
る

事
業
承
継
と
違
い
、
地
域
と
の
関
係
を
含
め
て
継
ぐ
こ
と
を
含
意
し
て

お
り
、
移
住
者
の
実
態
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
。

ま
た
、
外
部
か
ら
既
存
の
事
業
を
持
ち
込
む
と
い
う
し
ご
と

0

0

0

づ
く
り

は
、
移
業
（
業
を
移
動
さ
せ
る
）
と
し
た
。
こ
れ
は
、
最
近
の
地
方
創
生

で
注
目
さ
れ
て
い
る
「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
」
と
重
な
る
。
本
来
は
、

企
業
が
事
業
所
と
離
れ
た
場
所
に
つ
く
る
小
さ
な
オ
フ
ィ
ス
を
指
す
も

の
だ
が
、
昨
今
の
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
と
名
乗
る
事
例
を
み
れ
ば
、

Ｉ
Ｔ
や
ウ
ェ
ブ
制
作
ベ
ン
チ
ャ
ー
な
ど
個
人
事
業
の
小
規
模
事
業
体
が

多
く
、
形
式
的
に
従
前
の
場
所
に
住
所
は
残
し
て
い
る
が
、
実
態
的
に

は
事
業
全
体
を
移
動
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
も
単

特
産
品
の
購
入
、
②
寄
附
（
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
）、
③
頻
繁
な
訪
問
（
リ

ピ
ー
タ
ー
）、
④
地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
⑤
準
定
住
（
年
間
の

う
ち
一
定
期
間
住
む
、
二
地
域
居
住
）
と
い
っ
た
流
れ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
プ
ロ
セ
ス
化
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
移
住
論
議
や

政
策
は
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
過
程
を
意
識
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て
、
あ
る
べ
き
移
住
促
進
政
策
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段

階
か
ら
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を
丁
寧
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
と
認
識
で
き

よ
う
。
冒
頭
で
、
触
れ
た
離
島
振
興
法
改
正
検
討
会
議
報
告
書
に
お
け

る
「
新
し
い
担
い
手
」
は
こ
の
よ
う
な
動
き
を
指
し
て
い
る
。

移
住
者
に
よ
る
新
し
い
し
ご
と

0

0

0

づ
く
り
の
四
形
態

し
か
し
、
こ
の
田
園
回
帰
や
関
係
人
口
を
巡
っ
て
は
、
否
定
的
な
議

論
が
現
場
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
田
園
回
帰
に
つ
い
て
は
、

「
こ
の
地
域
に
は
仕
事
が
な
い
か
ら
、
移
住
な
ど
無
理
だ
」
と
い
う
発

言
で
あ
る
。
ま
た
、
関
係
人
口
に
つ
い
て
は
、「
住
民
税
も
地
方
交
付

税
の
増
額
に
も
関
係
な
い
人
々
に
期
待
で
き
な
い
。
や
は
り
定
住
人
口

の
増
加
が
本
筋
だ
」
と
い
う
本
音
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
新
し
い
担
い

手
」
の
意
義
へ
の
疑
問
や
否
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
前
者
に
触

れ
て
お
き
た
い
。
田
園
回
帰
の
受
け
皿
と
な
る
し
ご
と

0

0

0

に
つ
い
て
の
理

解
は
、
離
島
で
は
特
に
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
一
部
の
離
島
は
日
本
国
内
の
「
移
住
ホ
ッ
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が
随
分
と
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
先
に
も
触
れ
た
、
多
業
と
離
島
と
の
親
和
性
が
関
係
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
認
定
第
一
号
は
島
根
県
海
士
町
「
海
士
町
複
業
協

同
組
合
」
で
、
食
品
加
工
業
、
漁
業
、
宿
泊
・
飲
食
・
観
光
業
、
教
育
・

研
修
・
物
販
な
ど
一
五
事
業
者
が
出
資
、
正
規
の
無
期
雇
用
職
員
は
六

名
と
な
っ
て
い
る
（
令
和
三
年
一
〇
月
現
在
）。

以
上
の
よ
う
に
、
離
島
を
含
め
た
農
山
漁
村
で
は
、
仕
事
が
な
い
と

言
わ
れ
る
な
か
で
、
移
住
者
自
身
や
地
元
企
業
が
し
ご
と

0

0

0

を
作
り
始
め

て
い
る
。内

発
的
な
発
展
と
目
標
を
指
す「
に
ぎ
や
か
な
過
疎
」

こ
の
よ
う
な
状
況
の
延
長
線
上
に
、「
過
疎
地
域
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

に
ぎ
や
か
だ
」
と
い
う
印
象
を
生
み
出
す
地
域
が
生
ま
れ
て
い
る
。
人

口
デ
ー
タ
を
見
る
限
り
は
依
然
と
し
て
過
疎
で
あ
り
、
高
齢
者
の
死
亡

に
よ
る
自
然
減
少
が
著
し
い
た
め
に
、
減
少
ト
レ
ン
ド
は
む
し
ろ
加
速

化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
域
内
で
は
小
さ
い
な
が
ら
、
新
た
な
動
き

が
た
く
さ
ん
起
こ
り
、
な
に
か
ガ
ヤ
ガ
ヤ
し
て
い
る
雰
囲
気
が
伝
わ
っ

て
く
る
。
い
わ
ば
「
に
ぎ
や
か
な
過
疎
」
で
あ
る
。

例
え
ば
、
筆
者
が
昨
年
訪
問
し
た
鹿
児
島
県
長
島
町
の
獅
子
島
は
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
。
地
域
商
社
を
運
営
す
る
Ｕ
タ
ー
ン

青
年
を
中
心
に
若
い
世
代
の
島
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、

純
に
事
業
移
転
で
は
な
く
、
農
山
漁
村
の
地
域
課
題
と
結
び
つ
く
新
事

業
を
取
り
入
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。

最
後
は
複
数
の
業
種
を
組
み
合
わ
せ
る
、
多
業
で
あ
る
。
こ
れ
は
兼

業
農
家
を
は
じ
め
、
ど
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
し
ご
と

0

0

0

の
形
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
離
島
で
は
、
以
前
よ
り
漁
業
・
水
産
業
と
海
洋
レ
ジ
ャ
ー
産

業
と
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
就
業
形
態
は
多
く
み
ら
れ
た
。

多
業
の
淵
源
の
ひ
と
つ
は
離
島
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
稼

得
の
パ
タ
ー
ン
は
、
少
し
前
か
ら
「
ナ
リ
ワ
イ
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
、

「
大
掛
か
り
な
仕
掛
け
を
使
わ
ず
に
、
生
活
の
中
か
ら
仕
事
を
生
み
出

し
、
仕
事
の
中
か
ら
生
活
を
充
実
さ
せ
る
。
そ
ん
な
仕
事
を
い
く
つ
も

創
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
い
く
［
※
７
］」
と
表
現
さ
れ
る
、
都
市
と
農
村

に
共
通
す
る
若
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
ひ
と
つ
と
し
て
期
待
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
多
業
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
策
に
よ
る
ド
ラ
イ
ブ
も
か
か
り
つ
つ

あ
る
。
二
〇
二
〇
年
六
月
に
成
立
し
た
「
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す

る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
。

そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
六
四
号
で
も
す
で
に
解
説
が
あ
る

が
［
※
８
］、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
多
業
的
な
雇
用
を
、
多
様
な
業
種

を
組
合
員
と
す
る
事
業
協
同
組
合
の
派
遣
業
務
に
よ
り
創
出
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
主
体
と
な
る
事
業
協
同
組
合
の
設
立
状
況
（
二
〇
二
一

年
一
二
月
現
在
）
を
見
れ
ば
、
全
国
で
認
定
を
受
け
た
三
〇
組
合
の
中
で

七
組
合
は
（
一
部
離
島
自
治
体
を
含
む
）
離
島
地
域
で
あ
り
、
そ
の
割
合
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「
半
漁
半
Ｘ
」
に
挑
戦
す
る
者
、
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
で
の
特
産
果
実
の
販
売

に
乗
り
出
す
農
業
者
な
ど
、「
な
に
か
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
よ
う
」

と
い
う
雰
囲
気
に
溢
れ
て
い
る
。
町
が
独
自
の
空
き
家
改
修
事
業
で
住

宅
を
整
備
し
、
移
住
者
の
受
け
入
れ
を
後
押
し
す
る
こ
と
で
、
小
中
学

校
（
幼
稚
園
も
併
設
）
の
児
童
・
生
徒
数
は
微
増
傾
向
に
あ
る
。

さ
ら
に
町
は
、
大
手
旅
行
会
社
と
連
携
協
定
を
結
び
、
同
社
の
支
店

を
役
場
内
に
開
設
。
地
域
密
着
で
の
旅
行
商
品
開
発
が
行
な
わ
れ
る
な

ど
、
企
業
の
活
動
も
呼
び
込
ん
で
い
る
。
こ
の
ほ
か
町
内
に
は
、
七
名

の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
（
任
期
修
了
を
含
む
）
が
設
立
し
た
会
社
「
長
島

未
来
企
画
」
が
運
営
す
る
食
堂
が
あ
り
、
島
内
外
の
人
々
の
交
流
拠
点

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
に
ぎ
や
か
な
過
疎
」
は
、
移
住
者
や
関
係
人
口

だ
け
が
作
り
だ
し
た
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
、
中
心
と
な
る
の
は
地

元
住
民
で
あ
り
、
先
に
見
た
、
内
発
的
・
総
合
的
・
革
新
的
な
地
域
づ

く
り
の
取
り
組
み
が
そ
の
核
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
に
ぎ
や
か
な
過
疎
」
の
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
プ
レ
イ
ヤ
ー

と
し
て
は
、
①
開
か
れ
た
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
地
域
住
民
、
②
地

域
で
自
ら
し
ご
と

0

0

0

を
作
ろ
う
と
す
る
移
住
者
、
③
何
か
地
域
に
か
か
わ

れ
な
い
か
と
動
く
関
係
人
口
、
④
こ
れ
ら
の
動
き
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
や
大
学
、
⑤
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
動
き
の
中
で
社
会
貢
献
活
動
を
再
度
活

発
化
し
は
じ
め
た
企
業
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
彩
な
プ

レ
イ
ヤ
ー
が
交
錯
す
る
の
が
「
に
ぎ
や
か
な
過
疎
」
で
あ
り
、
そ
の
結

鹿児島県獅子島にて。高糖度の不知火栽培に取り組むUターン青年から話をうかがった。
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果
、
人
口
減
少
は
進
む
が
、
地
域
に
い
つ
も
新
し
い
動
き
が
あ
り
、
人

が
人
を
呼
ぶ
、
し
ご
と

0

0

0

が
し
ご
と

0

0

0

を
作
る
と
い
う
「
人
口
減・人
財0

増
」

の
様
相
が
い
く
つ
か
の
地
域
で
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
地
域
の
元
々
の
住
民
と
移
住
者
が
気
軽
に
話

が
で
き
る
交
流
の
場
所
・
拠
点
を
、
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
や
カ
フ
ェ
な
ど
の

形
で
実
現
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
も
見
ら
れ
る
。
最
近
で
は
、
多
様

な
人
々
の
交
流
の
重
要
性
が
、「
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
［
※
９
］、
ま
さ
に
多
彩
な
人
々
が
、
気

兼
ね
な
く
訪
れ
、
交
流
し
、
時
に
は
新
し
い
ア
ク
シ
ョ
ン
の
出
発
点
と

な
る
拠
点
の
存
在
は
注
目
に
値
す
る
。「
に
ぎ
や
か
」
と
い
う
印
象
の

発
信
元
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

つ
ま
り
、「
に
ぎ
や
か
な
過
疎
」
と
は
、
地
域
内
外
の
多
様
な
主
体

が
人
材
と
な
り
、
人
口
減
少
社
会
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
発
的
な
発
展

を
遂
げ
る
プ
ロ
セ
ス
と
目
標
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
離
島
の
み
で
な
く
、
日
本
の
地
方
部
全
体
が
目
指
す
べ

き
姿
の
一
端
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ポ
イ
ン
ト
と
な
る「
新
た
な
担
い
手
」の
位
置
づ
け

農
山
漁
村
で
は
、
離
島
を
は
じ
め
と
し
て
「
に
ぎ
や
か
な
過
疎
」
と

言
え
る
状
況
が
確
か
に
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
容
易
に
予
想
で
き

る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
存
在
は
、
ま
だ
ま
だ
少
数
派
で
、
多
数
が
動
き

の
見
え
な
い
地
域
で
あ
る
。
同
じ
農
山
漁
村
内
部
で
「
に
ぎ
や
か
な
地

域
」
と
「
動
か
な
い
地
域
」
の
両
極
に
分
か
れ
る
の
が
、「
む
ら
・
む

ら
格
差
」（
島
に
則
し
て
言
え
ば
「
し
ま
・
し
ま
格
差
」）
で
あ
る
。「
に
ぎ
や

か
な
過
疎
」
の
登
場
に
よ
り
、
む
し
ろ
地
域
間
格
差
が
拡
大
し
て
い
る

現
実
が
あ
る
。

こ
の
点
は
、
重
大
な
政
策
的
論
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
従
来
か

ら
問
題
に
さ
れ
て
い
た
、
大
都
市
・
地
方
間
の
「
ま
ち
・
む
ら
格
差
」

に
つ
い
て
は
、
離
島
振
興
法
の
よ
う
に
、
条
件
不
利
性
の
補
償
や
改
善

を
ベ
ー
ス
と
す
る
地
域
振
興
政
策
の
根
拠
が
あ
る
が
、「
む
ら
・
む
ら

格
差
」
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
恒
久
的
に
格
差
を
埋
め
る
政
策
を

論
じ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、「
に
ぎ
や

か
な
過
疎
」
の
横
展
開
は
現
在
の
国
政
上
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
地

方
創
生
の
任
務
の
ひ
と
つ
は
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

ま
た
、
先
発
的
に
そ
れ
を
実
現
し
た
地
域
が
、「
に
ぎ
や
か
さ
」
を

持
続
化
す
る
た
め
に
、
①
若
者
を
中
心
と
し
た
し
ご
と

0

0

0

の
安
定
化
、
②

「
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
」
の
「
場
」
の
整
備
、
③
そ
れ
ら
を
支
え
る
地
方
自
治

体
の
十
分
な
財
政
の
確
保
な
ど
の
課
題
も
少
な
く
な
い
。
離
島
に
お
い

て
も
こ
れ
ら
が
重
要
課
題
で
あ
り
、
特
に
③
に
つ
い
て
は
、
離
島
地
域

の
み
に
活
用
で
き
る
地
方
財
政
措
置
の
導
入
な
ど
に
よ
る
、
さ
ら
な
る

後
押
し
に
期
待
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
動
き
を
実
現
し
、
さ
ら
に
持
続
化
す
る
た
め
に
は
、
よ
り

大
き
な
視
点
か
ら
の
離
島
を
は
じ
め
と
す
る
農
山
漁
村
の
国
民
的
位
置
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づ
け
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
顕
在
化
し
た
よ
う
に
、

社
会
の
閉
塞
状
況
は
、
と
も
す
れ
ば
人
々
の
分
断
を
生
み
だ
し
、
特
に

地
理
的
な
対
立
、
つ
ま
り
都
市
と
農
山
漁
村
の
対
立
と
な
り
が
ち
で
あ

る
。
そ
う
で
は
な
く
、「
都
市
な
く
し
て
農
山
漁
村
な
し
、
農
山
漁
村

な
く
し
て
都
市
な
し
」
と
い
う
〈
都
市
農
村
共
生
社
会
〉
の
理
念
の
国

民
的
共
有
化
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
、
先
に
述
べ
た
関
係
人

口
の
存
在
は
、
分
断
や
対
立
を
超
え
て
、〈
都
市
農
村
共
生
社
会
〉
を

草
の
根
的
に
創
造
す
る
、
ひ
と
つ
の
条
件
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

離
島
振
興
法
の
改
正
・
延
長
期
を
前
に
し
て
、「
新
た
な
担
い
手
」

が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
と
実
態
が
あ
る
。

「
前
回
の
法
改
正
か
ら
大
き
く
変
化
の
あ
っ
た
」
こ
れ
ら
の
動
き
を
、

新
法
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
注
視
し
た
い
。�
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