
　
書
誌
的
検
討
に
よ
れ
ば
、「
地
域
づ
く

り
」
と
い
う
用
語
が
、
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
で

定
着
す
る
の
は
、
1
9
9
0
年
代
後
半
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
リ
ゾ
ー
ト
ブ
ー
ム
を
背
景
と

す
る
「
地
域
活
性
化
」
と
入
れ
替
わ
る
よ
う

に
使
わ
れ
始
め
て
い
る
。
バ
ブ
ル
経
済
の
崩

壊
に
よ
り
リ
ゾ
ー
ト
開
発
が
後
退
し
、
地
域

の
内
発
的
な
発
展
を
論
じ
る
言
葉
と
し
て
の

「
地
域
づ
く
り
」
の
登
場
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
時
に
、
刊
行
さ
れ
た
の
が
、

『
地
域
を
活
か
す
』
で
あ
る
（
大
明
堂
版
、

1
9
9
8
年
刊
）。
著
者
の
地
理
学
者
・
宮

口
侗
廸
氏
は
、
農
山
漁
村
を
歩
き
、
そ
の
再

生
の
方
途
を
提
言
す
る
実
践
的
研
究
者
と
し

て
、
当
時
す
で
に
名
を
馳
せ
て
い
た
。

　
そ
の
た
め
、
お
の
ず
か
ら
注
目
さ
れ
て
い

た
同
書
で
あ
る
が
、
筆
者
（
小
田
切
、
以
下

同
じ
）
の
読
後
感
は
そ
の
よ
う
な
一
般
的
期

待
を
遙
か
に
超
え
、「
衝
撃
」
と
言
っ
て
も

よ
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
大
学
の
研
究
室

で
読
み
進
め
な
が
ら
、
鳥
肌
が
立
ち
続
け
る

よ
う
な
感
覚
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　
い
く
つ
も
の
論
点
を
提
示
す
る
本
書
で
あ

る
が
、
筆
者
に
は
、
著
者
の
次
の
ふ
た
つ
の

主
張
が
し
ば
ら
く
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、
後
に
私
た
ち
が
「
低
密
度
居
住

地
域
論
」
と
称
す
る
議
論
で
あ
り
、
次
の
一

文
が
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。「『
山
村
と

は
、
非
常
に
少
な
い
数
の
人
間
が
広
大
な
空

間
を
面
倒
み
て
い
る
地
域
社
会
で
あ
る
』
と

い
う
発
想
を
出
発
点
に
置
き
、
少
な
い
数
の

人
間
が
山
村
空
間
を
ど
の
よ
う
に
経
営
」
す

れ
ば
、
そ
こ
に
次
の
世
代
に
も
支
持
さ
れ
る

暮
ら
し
が
可
能
と
な
る
の
か
を
、
追
求
す
る

し
か
な
い
。
こ
れ
は
、
多
数
の
論
理
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
る
都
市
社
会
と
は
別
の
仕
組

み
を
持
つ
、
い
わ
ば
先
進
的
な
少
数
社
会
を
、

あ
ら
ゆ
る
機
動
力
を
駆
使
し
て
つ
く
り
上
げ

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。
つ
ま
り
、
農

山
漁
村
で
は
人
口
減
少
社
会
で
生
き
抜
く
、

新
し
い
仕
組
み
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
地
域
づ
く
り
と
し
て
い
る
。
人
口
が

減
る
か
ら
「
消
滅
す
る
」
と
考
え
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
新
し
い
仕
組
み
を
作
ろ

う
」
と
い
う
議
論
は
い
ま
で
も
革
新
的
で
あ

ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
仕
組
み
を
作
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、「
交
流
」
を
位
置
づ
け

て
い
る
点
が
、
第
２
の
注
目
す
べ
き
主
張
で

あ
る
。「
今
ま
で
に
な
い
発
展
の
し
く
み
を

つ
く
る
ヒ
ン
ト
は
、
自
分
の
属
す
る
地
域
や

系
統
を
考
え
る
こ
と
だ
け
か
ら
は
生
ま
れ
な

い
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
異
質
の
系
統
の
な
か
に

こ
そ
潜
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
質
の

系
統
と
の
行
き
来
や
交
渉
す
な
わ
ち
交
流
が
、

新
し
い
発
展
に
は
不
可
欠
と
い
う
こ
と
に
な

る
」
と
い
う
一
文
が
そ
れ
を
端
的
に
表
現
し

て
い
る
。
こ
の
「
交
流
論
」
に
よ
り
都
市
農

村
交
流
や
当
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
Ｕ
・
Ｉ

タ
ー
ン
の
意
義
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
語
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
発
的
発
展
の
不

可
欠
な
要
素
と
し
て
交
流
を
見
る
見
方
は
、

「
新
し
い
内
発
的
発
展
論
」
と
し
て
最
近
よ

う
や
く
定
式
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
先
駆
性
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

　
い
ず
れ
も
、
リ
ゾ
ー
ト
ブ
ー
ム
期
を
脱
し

た
ば
か
り
の
農
山
村
を
対
象
と
し
た
と
は
思

え
な
い
議
論
が
、
本
書
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
実
態
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
、
さ
ら
に
著

者
の
自
ら
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
の
が
本

書
の
特
徴
で
あ
る
。

　
実
は
、
こ
の
衝
撃
が
そ
の
ま
ま
、
私
の
農

山
村
を
見
る
枠
組
み
を
形
成
し
た
と
し
て
も

過
言
で
は
な
い
。
特
に
、
先
に
２
つ
の
論
点

は
、
筆
者
の
農
山
村
再
生
論
の
主
要
な
柱
で

も
あ
る
。
宮
口
氏
と
は
直
接
の
師
弟
関
係
は

な
い
が
、
同
じ
農
山
村
を
歩
く
研
究
者
と
し

て
、
勝
手
に
そ
の
議
論
を
受
け
継
い
で
い
る

の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
引
用
を
し
な
が
ら
）。

そ
し
て
、
前
者
の
「
低
度
居
住
地
域
論
」
は

地
方
創
生
に
よ
り
推
進
さ
れ
て
い
る
「
小
さ

な
拠
点
」
の
提
案
に
つ
な
が
り
、
後
者
の

「
交
流
論
」
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
は
じ

め
と
す
る
外
部
サ
ポ
ー
ト
人
材
の
議
論
に
影
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響
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
欄
で
あ
え
て
こ
の
本
を
紹
介

し
た
の
は
、
筆
者
の
議
論
や
政
策
の
オ
リ
ジ

ン
を
明
確
化
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
宮
口
氏
の
議
論
が
観

光
研
究
か
ら
も
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ

き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
門
外
漢
の
管
見
に
よ
れ
ば
、
国
内
の
観
光

研
究
の
（
ひ
と
つ
の
）
流
れ
は
、
「
観
光
ま

ち
づ
く
り
」
論
に
収
斂
し
、
さ
ら
に
新
た
な

発
展
を
見
せ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
議
論
を
す
る
時
に
、
20
年
前
の
こ
の
先

駆
的
な
地
域
論
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
少
な

く
な
い
。
例
え
ば
、
著
者
が
「
交
流
論
」
を

意
識
し
な
が
ら
、
地
域
の
人
材
の
あ
る
べ
き

姿
を
論
じ
た
、
次
の
一
文
は
印
象
的
で
あ
る
、

「
こ
こ
か
ら
は
、
①
地
域
の
価
値
を
独
善
的

で
は
な
く
、
他
人
に
通
用
す
る
よ
う
な
普
遍

的
な
形
で
引
き
出
す
と
い
う
こ
と
、
②
そ
れ

を
持
続
的
な
組
織
に
ね
ば
り
強
く
仕
立
て
上

げ
る
こ
と
、
そ
し
て
③
地
域
の
人
材
を
育
て

そ
の
力
を
結
集
し
新
し
い
共
同
作
業
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
」こ
こ

で
あ
げ
ら
れ
た
３
条
件
は
、
い
ま
各
地
で
取

り
組
ま
れ
て
い
る
「
日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
」
や
そ

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
果
た
す
べ
き
役
割
そ
の

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、

同
書
を
「
観
光
ま
ち
づ
く
り
論
」
の
先
駆
的

書
籍
の
ひ
と
つ
と
し
て
読
む
観
光
研
究
が
あ

っ
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
こ
の
名
著
『
地
域
を
活
か
す
』
の

出
版
は
、
大
明
堂
の
廃
業
に
よ
り
、
原
書
房

が
引
き
継
い
で
い
る
。
さ
ら
に
2
0
0
7
年

に
は
、『
新
・
地
域
を
活
か
す
』
と
し
て
ア

ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
、
い
ま
も
入
手
可
能
で
あ

る
。
地
域
づ
く
り
の
宝
が
こ
の
よ
う
に
提
供

さ
れ
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
著
者
と
版

元
に
感
謝
し
た
い
。
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書
誌
的
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に
よ
れ
ば
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く

り
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と
い
う
用
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が
、
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籍
の
タ
イ
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ル
で

定
着
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の
は
、
1
9
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年
代
後
半
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る
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そ
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、
リ
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を
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わ
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に
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。
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に
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開
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後
退
し
、
地
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発
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発
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を
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と
し
て
の
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・
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は
、
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漁
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を
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き
、
そ
の
再

生
の
方
途
を
提
言
す
る
実
践
的
研
究
者
と
し

て
、
当
時
す
で
に
名
を
馳
せ
て
い
た
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そ
の
た
め
、
お
の
ず
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ら
注
目
さ
れ
て
い

た
同
書
で
あ
る
が
、
筆
者
（
小
田
切
、
以
下

同
じ
）
の
読
後
感
は
そ
の
よ
う
な
一
般
的
期

待
を
遙
か
に
超
え
、「
衝
撃
」
と
言
っ
て
も

よ
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
大
学
の
研
究
室

で
読
み
進
め
な
が
ら
、
鳥
肌
が
立
ち
続
け
る

よ
う
な
感
覚
は
今
で
も
忘
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ら
れ
な
い
。

　
い
く
つ
も
の
論
点
を
提
示
す
る
本
書
で
あ

る
が
、
筆
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に
は
、
著
者
の
次
の
ふ
た
つ
の

主
張
が
し
ば
ら
く
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、
後
に
私
た
ち
が
「
低
密
度
居
住

地
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と
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す
る
議
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で
あ
り
、
次
の
一
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が
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
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。「『
山
村
と

は
、
非
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に
少
な
い
数
の
人
間
が
広
大
な
空

間
を
面
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み
て
い
る
地
域
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で
あ
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と
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う
発
想
を
出
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点
に
置
き
、
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い
数
の

人
間
が
山
村
空
間
を
ど
の
よ
う
に
経
営
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す

れ
ば
、
そ
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に
次
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に
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暮
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が
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能
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な
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の
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を
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求
す
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し
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。
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数
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に

成
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と
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別
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仕
組
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持
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、
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あ
ら
ゆ
る
機
動
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上
げ
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と
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ほ
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ま
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、
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漁
村
で
は
人
口
減
少
社
会
で
生
き
抜
く
、

新
し
い
仕
組
み
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
地
域
づ
く
り
と
し
て
い
る
。
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「
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す
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と
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の
で
は
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く
、
む
し
ろ
「
新
し
い
仕
組
み
を
作
ろ

う
」
と
い
う
議
論
は
い
ま
で
も
革
新
的
で
あ

ろ
う
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そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
仕
組
み
を
作
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、「
交
流
」
を
位
置
づ
け

て
い
る
点
が
、
第
２
の
注
目
す
べ
き
主
張
で

あ
る
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今
ま
で
に
な
い
発
展
の
し
く
み
を

つ
く
る
ヒ
ン
ト
は
、
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分
の
属
す
る
地
域
や

系
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を
考
え
る
こ
と
だ
け
か
ら
は
生
ま
れ
な
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そ
の
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は
異
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の
系
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な
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に

こ
そ
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で
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る
。
し
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が
っ
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、
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の
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す
な
わ
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が
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新
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発
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に
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い
う
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と
に
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る
」
と
い
う
一
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が
そ
れ
を
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的
に
表
現
し
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い
る
。
こ
の
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交
流
論
」
に
よ
り
都
市
農

村
交
流
や
当
時
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始
ま
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い
た
Ｕ
・
Ｉ

タ
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ン
の
意
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が
ダ
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ミ
ッ
ク
に
語
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い
る
。
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よ
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に
、
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的
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要
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と
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見
る
見
方
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、
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発
展
論
」
と
し
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よ
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や
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式
化
さ
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る
も
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で
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り
、

そ
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に
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の
余
地
は
な
い
。
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ト
ブ
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期
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と
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と
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中
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、
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に
著

者
の
自
ら
の
言
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で
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れ
て
い
る
の
が
本

書
の
特
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で
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る
。

　
実
は
、
こ
の
衝
撃
が
そ
の
ま
ま
、
私
の
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山
村
を
見
る
枠
組
み
を
形
成
し
た
と
し
て
も

過
言
で
は
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。
特
に
、
先
に
２
つ
の
論
点

は
、
筆
者
の
農
山
村
再
生
論
の
主
要
な
柱
で

も
あ
る
。
宮
口
氏
と
は
直
接
の
師
弟
関
係
は

な
い
が
、
同
じ
農
山
村
を
歩
く
研
究
者
と
し

て
、
勝
手
に
そ
の
議
論
を
受
け
継
い
で
い
る

の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
引
用
を
し
な
が
ら
）。

そ
し
て
、
前
者
の
「
低
度
居
住
地
域
論
」
は

地
方
創
生
に
よ
り
推
進
さ
れ
て
い
る
「
小
さ

な
拠
点
」
の
提
案
に
つ
な
が
り
、
後
者
の

「
交
流
論
」
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
は
じ

め
と
す
る
外
部
サ
ポ
ー
ト
人
材
の
議
論
に
影
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響
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
欄
で
あ
え
て
こ
の
本
を
紹
介

し
た
の
は
、
筆
者
の
議
論
や
政
策
の
オ
リ
ジ

ン
を
明
確
化
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
宮
口
氏
の
議
論
が
観

光
研
究
か
ら
も
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ

き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
門
外
漢
の
管
見
に
よ
れ
ば
、
国
内
の
観
光

研
究
の
（
ひ
と
つ
の
）
流
れ
は
、
「
観
光
ま

ち
づ
く
り
」
論
に
収
斂
し
、
さ
ら
に
新
た
な

発
展
を
見
せ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
議
論
を
す
る
時
に
、
20
年
前
の
こ
の
先

駆
的
な
地
域
論
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
少
な

く
な
い
。
例
え
ば
、
著
者
が
「
交
流
論
」
を

意
識
し
な
が
ら
、
地
域
の
人
材
の
あ
る
べ
き

姿
を
論
じ
た
、
次
の
一
文
は
印
象
的
で
あ
る
、

「
こ
こ
か
ら
は
、
①
地
域
の
価
値
を
独
善
的

で
は
な
く
、
他
人
に
通
用
す
る
よ
う
な
普
遍

的
な
形
で
引
き
出
す
と
い
う
こ
と
、
②
そ
れ

を
持
続
的
な
組
織
に
ね
ば
り
強
く
仕
立
て
上

げ
る
こ
と
、
そ
し
て
③
地
域
の
人
材
を
育
て

そ
の
力
を
結
集
し
新
し
い
共
同
作
業
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
」こ
こ

で
あ
げ
ら
れ
た
３
条
件
は
、
い
ま
各
地
で
取

り
組
ま
れ
て
い
る
「
日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
」
や
そ

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
果
た
す
べ
き
役
割
そ
の

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、

同
書
を
「
観
光
ま
ち
づ
く
り
論
」
の
先
駆
的

書
籍
の
ひ
と
つ
と
し
て
読
む
観
光
研
究
が
あ

っ
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
こ
の
名
著
『
地
域
を
活
か
す
』
の

出
版
は
、
大
明
堂
の
廃
業
に
よ
り
、
原
書
房

が
引
き
継
い
で
い
る
。
さ
ら
に
2
0
0
7
年

に
は
、『
新
・
地
域
を
活
か
す
』
と
し
て
ア

ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
、
い
ま
も
入
手
可
能
で
あ

る
。
地
域
づ
く
り
の
宝
が
こ
の
よ
う
に
提
供

さ
れ
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
著
者
と
版

元
に
感
謝
し
た
い
。

『地域を活かす 改訂版』
2004年、大明堂／原書房

『新・地域を活かす』2007年、原書房

『地域を活かす』
1998年、大明堂
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著
書
に『
農
山
村
か
ら
の
地
方
創
生
』（
共
著
、筑
波
書

房
、2
0
1
8
年
）、『
内
発
的
農
村
発
展
論
』（
共
編
著
、

農
村
統
計
出
版
、2
0
1
8
年
）、『
世
界
の
田
園
回
帰   

　

  

ヵ
国
の
動
向
と
日
本
の
展
望
』（
共
著
、農
山
漁
村

文
化
協
会
、2
0
1
7
年
）、『
農
山
村
は
消
滅
し
な

い
』（
岩
波
書
店
、2
0
1
4
年
）な
ど
多
数
。
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