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受け入れ側にとっては地域活性化、訪れる側にとっては日常からの解放として、

期待を集めるグリーンツーリズム。

しかし「スローライフ」は忙しく、「グリーンツーリズム」は落とし穴だらけ、

それ自体は反対でないけれど、と徳野貞雄さんは慎重論を提示します。

今までの失敗は、旧来のパラダイムに固執したことにある、

だから、突破口となる新機軸の構築が、

農村（ムラ）にも都市（マチ）にも求められています。徳野 貞雄
とくの さだお

熊本大学文学部 総合人間学科 地域社会学教授

1949年大阪府生まれ。1987年九州大学大学院文学研究科博士課程修了。山口大学、広島県

立大学、シェフィールド大学客員研究員を経て、1999年より現職。「食」と「農」の専門家

として、日本全国の農村に出かけ、フィールドワークをこなす活動派。「道の駅」命名者。

主な著書に『ムラの解体新書』（林業改良普及双書 1997）、『地方からの社会学ー農と古里

の再生をもとめてー』（共著／学文社 2008）、『農村（ムラ）の幸せ、都会（マチ）の幸せ

ー家族・食・暮らし 』（日本放送出版協会 2007）ほか

役
所
と
マ
ス
コ
ミ
の
た
め
の

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

マ
ス
コ
ミ
は
、

「
都
会
の
暮
ら
し
が
イ
ヤ
に
な
っ
て
山

の
中
で
農
業
を
し
て
い
ま
す
。
収
入
は

３
分
の
１
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
は

自
然
も
人
情
も
豊
か
で
す
」

と
い
う
ネ
タ
が
大
好
き
で
す
。

し
か
し
、
農
家
の
息
子
が
、
農
業
を

継
い
で
も
記
事
に
は
し
ま
せ
ん
。

日
本
の
行
政
は
、
国
も
県
も
、
も
は

や
農
山
村
を
ど
う
活
性
化
し
た
ら
い
い

か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
取
り
敢
え
ず
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
。
そ
れ
で
議
員
と
役
場
職
員
が
、

農
家
民
宿
の
メ
ッ
カ
大
分
県
・
安
心
院

あ

じ

む

に
視
察
に
行
く
。
こ
れ
で
は
、
役
所
と

マ
ス
コ
ミ
の
た
め
の
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
で
す
。

私
は
、
基
本
的
に
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
反

対
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
農
水
省

的
な
政
策
と
し
て
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
に
よ
る
農
山
村
の
活
性
化
目
標
を

立
て
て
い
っ
て
も
、
そ
ん
な
に
短
期
で

う
ま
く
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。

も
っ
と
基
本
的
に
、
時
間
が
か
か
っ

て
も
い
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
農

村
対
策
を
展
開
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ

う
。
農
山
村
活
性
化=

グ
リ
ー
ン
ツ
ー

リ
ズ
ム
と
い
う
、
政
策
的
な
シ
ン
グ
ル

フ
ォ
ー
カ
ス
（
画
一
化
）
が
、
一
番
恐

ろ
し
い
の
で
す
。

目
的
は
何
？

厳
し
い
こ
と
を
言
え
ば
、
ブ
ー
ム
と

し
て
追
い
か
け
る
の
で
は
な
く
、
グ
リ

ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
ど
ん
な
効
果
が
あ

る
の
か
、
も
う
少
し
現
実
的
、
実
証
的

に
研
究
す
る
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
て
も
、
自

分
た
ち
が
や
っ
て
い
る
都
市
農
村
交
流

は
「
政
策
」
な
の
か
「
事
業
」
な
の
か

「
活
動
」
な
の
か
と
い
う
性
格
づ
け
が

必
要
で
す
。

熊
本
県
の
山
都

や
ま
と

町
の
Ｙ
集
落
で
は
、

７
年
前
か
ら
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
を
始
め

て
、
地
域
起
こ
し
の
優
良
例
と
し
て
、

た
く
さ
ん
の
表
彰
状
を
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
都
会
か
ら
１
５
０
〜
２
０
０
人
の

オ
ー
ナ
ー
希
望
者
が
く
れ
ば
農
地
は
守

れ
る
と
考
え
た
そ
う
で
す
が
、
実
際
に

棚
田
オ
ー
ナ
ー
に
な
っ
た
の
は
21
組
で

し
た
（
現
在
は
18
組
）。
こ
の
集
落
の

水
田
は
54
ha
あ
り
ま
す
。
オ
ー
ナ
ー
制

で
都
会
の
人
が
耕
し
た
の
は
34
ａ
、
全

水
田
面
積
の
0.6
％
で
す
。
こ
れ
で
は
棚

田
保
全
に
も
農
業
の
担
い
手
に
も
な
り

得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
都
市
農

村
交
流
に
、
集
落
の
人
は
「
疲
れ
果
て

て
」
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
私
は
、
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
は

や
め
な
い
ほ
う
が
い
い
、
と
思
っ
て
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
新
し
い

祭
り
（
活
動
）」
だ
か
ら
で
す
。
そ
う

考
え
れ
ば
、
赤
字
で
も
腹
は
立
ち
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
に
、
都
市
農
村
交
流
の

推
進
は
、
漠
然
と
や
る
の
で
は
な
く
、

目
的
や
機
能
を
明
確
に
し
て
進
め
る
時

期
に
き
て
い
る
の
で
す
。

農
山
村
の
暮
ら
し
は
、
人
口
と
か
、

経
済
と
か
、
集
団
の
関
係
性
と
か
が
複

雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

過
疎
対
策
や
農
村
活
性
化
と
い
う
の
は
、

す
ん
な
り
解
決
策
が
出
せ
る
問
題
じ
ゃ

な
い
。

例
え
ば
、
熊
本
の
郷
土
料
理
の
馬
刺
。

「
熊
本
は
阿
蘇
が
あ
り
、
馬
刺
の
文
化

が
あ
っ
た
か
ら
、
ふ
る
さ
と
料
理
は
馬

刺
」
と
い
う
。
一
昨
年
熊
本
県
で
生
ま

れ
た
馬
は
38
頭
で
、
馬
刺
用
に
落
と
さ

れ
た
馬
は
７
６
０
０
頭
。
ほ
と
ん
ど
が

カ
ナ
ダ
産
の
馬
で
す
。
都
会
か
ら
来
た

人
は
「
自
分
が
ふ
る
さ
と
料
理
の
馬
刺

を
食
べ
た
こ
と
で
、
馬
の
生
産
者
は
潤

っ
て
、
阿
蘇
の
草
原
が
守
ら
れ
る
」
と

思
う
の
は
勘
違
い
も
は
な
は
だ
し
い
。

一
方
で
、
熊
本
県
に
た
く
さ
ん
い
る

赤
牛
の
畜
産
農
家
に
は
、
何
の
手
も
差

し
伸
べ
ら
れ
な
い
か
ら
、
後
継
者
対
策

も
進
ま
な
い
。
牛
の
値
段
が
下
が
っ
て

や
っ
て
い
か
れ
な
い
。
何
の
た
め
の

「
ふ
る
さ
と
料
理
」「
都
市
農
村
交
流
」

な
の
か
。

こ
う
い
う
こ
と
を
「
ア
グ
リ
ツ
ー
リ

ズ
ム
」
と
か
言
っ
て
や
っ
て
き
た
。
だ

か
ら
、
僕
は
素
直
に
賛
成
で
き
な
い
。

慎
重
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

ツーリズムは功罪を超えるか
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に
は
、
ど
う
や
っ
て
防
ぐ
か
わ
か
ら
な

い
が
、
人
が
集
中
し
て
住
ん
で
汚
く
し

て
い
た
ら
起
こ
る
、
と
い
う
こ
と
は
体

験
的
に
わ
か
る
。

そ
れ
で
建
物
の
大
き
さ
、
高
さ
だ
け

で
な
く
、
形
態
や
素
材
の
質
ま
で
規
制

す
る
力
を
持
っ
た
。
そ
れ
が
パ
ブ
リ
ッ

ク
で
す
。

20
世
紀
の
日
本
の
都
市
開
発
は
、
公

衆
衛
生
に
神
経
質
に
な
ら
ず
に
済
ん
だ
。

同
時
に
、
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
勝
手
に
商

業
主
導
的
な
開
発
を
し
、
儲
け
て
い
く

の
を
阻
止
で
き
な
い
。
そ
の
最
た
る
も

の
が
、
ス
プ
ロ
ー
ル
し
て
い
く
都
市
計

画
と
農
村
の
田
ん
ぼ
の
中
に
あ
る
看
板

で
す
。

留
学
し
て
い
た
こ
ろ
に
、
イ
ギ
リ
ス

の
阿
蘇
国
立
公
園
み
た
い
な
所
に
行
っ

て
、
地
域
開
発
の
計
画
書
を
見
せ
て
も

ら
っ
た
。
章
立
て
に
な
っ
て
い
て
１
章

か
ら
20
章
ぐ
ら
い
ま
で
あ
る
。
こ
の
章

の
順
番
に
は
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る

の
、
と
聞
い
た
ら
優
先
順
位
だ
と
い
う
。

第
１
章
が
「
空
気
と
水
」
だ
っ
た
。

驚
い
た
。
ギ
ャ
フ
ン
と
な
っ
た
。
な
ん

で
「
空
気
と
水
」
が
一
番
な
の
よ
、
と

質
問
し
た
ら
、
あ
ん
た
は
馬
鹿
か
、
こ

れ
が
な
か
っ
た
ら
人
間
は
生
き
て
い
け

な
い
だ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
た
。

２
番
目
が
「
土
と
緑
」。
３
番
目
か

４
番
目
が
た
し
か
「
歴
史
と
文
化
」。

こ
の
あ
と
に
、
道
路
や
建
物
云
々
が
あ

る
。日

本
だ
と
環
境
保
護
と
開
発
は
対
立

パ
ブ
リ
ッ
ク
と
は
な
ん
だ

景
観
問
題
も
同
様
で
す
。
日
本
の
景

観
を
一
番
最
初
に
壊
し
た
の
は
、
行
政

で
す
。
戦
後
、
役
場
を
率
先
し
て
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
た
。
行
政
関
係
の

支
所
、
病
院
、
学
校
な
ど
、
全
部
そ
う

い
う
建
物
に
し
た
。
そ
し
て
人
の
心
の

中
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
建
物
は
カ
ッ
コ
い
い
」
と
い
う
価

値
観
を
植
え
つ
け
た
。

一
番
問
題
な
の
は
、
日
本
式
建
造
物

の
基
本
構
造
を
行
政
自
身
が
壊
し
て
お

い
て
、
ま
っ
た
く
そ
れ
に
気
づ
い
て
い

な
い
ま
ま
、
景
観
だ
、
ま
ち
並
み
保
存

だ
、
と
や
り
だ
す
こ
と
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
田
園
地
帯
は
美
し
い
。

地
域
で
景
観
の
統
一
美
を
守
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
行
政
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
で
守
っ
て
い
る
。
家
を
建
て

る
と
き
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
勝
手
バ

ラ
バ
ラ
な
家
を
建
て
さ
せ
な
い
。
そ
こ

に
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
概
念
が
強
く

存
在
す
る
。

こ
の
概
念
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
は
キ
リ

ス
ト
教
の
教
会
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
疫
病
対
策
で
す
。
18

世
紀
、
19
世
紀
に
都
市
に
人
口
が
集
中

し
た
と
き
に
、
都
市
部
は
ペ
ス
ト
な
ど

の
疫
病
に
さ
ら
さ
れ
た
。
疫
病
と
い
う

の
は
、
貧
富
の
差
が
な
い
。
王
様
だ
っ

て
貴
族
だ
っ
て
、
流
行
っ
た
ら
死
ぬ
。

ば
い
菌
も
ウ
ィ
ル
ス
も
知
ら
な
い
時
代

関
係
に
あ
り
ま
す
よ
ね
。
イ
ギ
リ
ス
人

は
対
立
構
造
で
は
な
く
て
、
入
れ
子
構

造
と
と
ら
え
て
い
る
。
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ

ン
ト
（
開
発
）
と
い
う
言
葉
の
中
に
、

コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
保
全
）
が
入
っ

て
い
る
。
哲
学
が
違
う
ん
で
す
。

人
口
交
流
論
の
落
と
し
穴

低
成
長
時
代
に
な
っ
て
、
成
功
者
た

ち
や
経
済
界
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
昔

へ
戻
ろ
う
と
言
い
出
し
た
。「
昔
の
夢

よ
、
も
う
一
度
」
で
あ
る
。「
坂
の
上

の
雲
」
や
「
龍
馬
伝
」
を
見
よ
、
と
い

う
。
あ
あ
い
う
番
組
を
見
て
、
日
本
人

の
真
面
目
さ
を
思
い
出
し
て
再
発
展
し

ま
し
ょ
う
、
と
思
う
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
過
去
の
成
功
事
例
の
目
標
し

か
持
っ
て
い
な
い
で
、
新
し
い
パ
ラ
ダ

イ
ム
が
つ
く
れ
な
い
ま
ま
や
っ
た
っ
て
、

お
そ
ら
く
失
敗
す
る
で
し
ょ
う
。

僕
が
想
定
し
て
い
る
新
し
い
パ
ラ
ダ

イ
ム
は
、
縮
小
論
。
こ
れ
か
ら
の
日
本

は
、
人
口
減
少
を
前
提
と
し
た
将
来
像

を
ど
う
描
い
て
い
く
か
が
、
最
大
の
課

題
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
な
の
に
、
政
治
家
も
大
学
の
先

生
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
人
口
が
増
え

な
い
と
地
域
や
社
会
が
だ
め
に
な
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

幻
想
で
も
い
い
か
ら
と
、
人
口
増
加

政
策
を
求
め
ま
す
。
旧
・
国
土
庁
は
過

疎
・
過
密
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
三
全

総
（
１
９
７
７
年
〈
昭
和
52
〉
に
閣
議
決
定
さ
れ

阿蘇北外輪の山麓から、満々と水をたたえた田んぼの風景を望む。2000年におよぶ歴史
を持つと伝えられる阿蘇神社には、健磐龍命（たけいわたつのみこと）を中心に12の農
耕神が祀られている。神話の時代から、阿蘇では稲作が行なわれていたという。
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た
旧
・
国
土
総
合
開
発
法
に
基
づ
く
第
三
次
全
国

総
合
開
発
計
画：

田
園
都
市
構
想
）
や
四
全
総

（
１
９
８
７
年
〈
昭
和
62
〉）
を
、
旧
・
自
治

省
は
過
疎
地
特
別
措
置
法
を
つ
く
り
、

旧
・
通
産
省
は
農
村
工
業
導
入
政
策
を

進
め
ま
し
た
。
で
も
、
地
方
の
過
疎
化
、

高
齢
化
は
止
ま
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
苦
肉
の
策
と
い
う
か
、
居
直

り
と
い
う
か
「
定
住
人
口
が
だ
め
な
ら

交
流
人
口
」
と
考
え
だ
さ
れ
た
の
が
、

「
都
市
農
村
交
流
人
口
論
」
で
す
。

交
流
人
口
論
は
、
人
口
１
万
人
の
町

に
１
０
０
万
人
の
交
流
人
口
が
き
た
ら
、

町
は
す
ご
く
活
性
化
す
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
立
脚
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
に
は
落
と
し
穴
が
あ
っ
て
、
１
０
０

万
人
が
そ
の
町
に
い
る
の
は
１
日
だ
け
。

し
か
も
そ
の
人
た
ち
は
、
床
屋
に
も
病

院
に
も
学
校
に
も
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
も
行
か
な
い
し
、
交
流
人
口
の
増

加
で
潤
う
の
は
、
土
産
物
屋
、
旅
館
、

タ
ク
シ
ー
な
ど
の
一
部
の
業
種
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。

町
の
住
民
は
３
６
５
日
×
１
万
人=

３
６
５
万
人
で
す
。
だ
か
ら
都
市
農
村

交
流
型
経
済
活
性
化
論
は
、
経
済
的
サ

ギ
論
だ
と
い
う
の
で
す
。

人
口
増
加
型
パ
ラ
ダ
イ
ム

か
ら
の
脱
却

日
本
は
、
明
治
時
代
の
３
５
０
０
万

人
の
人
口
を
１
億
２
７
０
０
万
人
ま
で

増
や
し
て
、
そ
の
人
口
増
加
を
ベ
ー
ス

に
経
済
発
展
を
成
し
遂
げ
た
。
無
茶
苦

茶
な
人
口
爆
発
型
の
国
だ
っ
た
の
で
す
。

今
、
こ
の
弊
害
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

一
つ
は
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
。

農
村
の
若
者
を
都
会
に
連
れ
て
き
て
バ

ラ
バ
ラ
に
し
た
ら
、
労
働
力
に
も
な
る

し
、
転
勤
も
簡
単
に
さ
せ
ら
れ
る
。
ム

ラ
や
家
族
が
持
っ
て
い
た
機
能
を
、
専

門
、
分
業
化
し
て
、
貨
幣
で
も
っ
て
赤

の
他
人
に
依
存
す
る
、
と
い
う
生
活
様

式
を
つ
く
れ
ば
消
費
者
も
つ
く
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
ム
ラ
は
機
能
的

・

・

・

共
同
体
と

い
う
側
面
も
持
っ
て
い
る
。

会
社
で
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
す
る
の
も
、

ム
ラ
の
苦
役
の
延
長
で
す
。
他
社
と
の

シ
ェ
ア
争
い
に
徹
夜
で
働
く
の
も
、
隣

ム
ラ
と
の
水
争
い
と
同
じ
で
す
。
共
同

体
の
生
き
残
り
の
た
め
に
、
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
は
会
社
で
も
ム
ラ
と
同
じ
働
き
を

す
る
の
で
す
。

ム
ラ
が
壊
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単

に
農
業
や
農
村
が
衰
退
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
が
、

日
本
社
会
が
持
っ
て
い
る
機
能
的

・

・

・

共
同

体
が
、
弱
体
化
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
っ
て
、
鳩
山
さ
ん
は

Ｃ
Ｏ
２

25
％
削
減
と
言
っ
た
け
れ
ど
、

バ
ラ
バ
ラ
に
住
ん
で
い
る
人
間
が
一
緒

に
住
む
よ
う
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
達
成
で

き
る
。
正
面
切
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た

の
で
は
無
理
。
発
想
を
変
え
な
く
て
は
。

ハ
ウ
ス
レ
ス
で
な
く

ホ
ー
ム
レ
ス
が
問
題

も
う
一
つ
の
弊
害
は
、
人
間
ど
う
し

の
関
係
性
が
稀
薄
に
な
っ
た
こ
と
。
　
　

み
ん
な
間
違
っ
て
い
る
の
は
、
一
般

に
ホ
ー
ム
レ
ス
と
い
わ
れ
て
い
る
人
た

ち
は
居
住
す
る
家
の
な
い
「
ハ
ウ
ス
レ

ス
」
で
は
な
く
、
家
族
や
知
人
と
の
人

間
関
係
を
喪
失
し
た
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」

な
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
ハ
ウ
ス
レ
ス
は
救
え
る
け
れ

ど
、
関
係
性
を
喪
失
し
て
い
る
ホ
ー
ム

レ
ス
は
救
え
な
い
ん
で
す
。

普
通
に
生
活
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
人
た
ち
の
中
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
も

の
す
ご
く
多
い
。
そ
の
人
た
ち
を
切
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
関
係
資

源
を
極
度
に
縮
小
し
た
現
代
社
会
で
す
。

人
口
を
ベ
ー
ス
に
経
済
発
展
さ
せ
る

と
い
う
モ
デ
ル
は
、
も
う
通
用
し
な
い
。

坂
の
上
の
雲
を
見
つ
め
て
歩
い
て
い
っ

た
ら
、「
坂
の
上
の
崖
」
だ
っ
た
ん
で

す
。

密
飼
い
か
ら
の
解
放

都
会
に
は
人
間
が
多
す
ぎ
る
か
ら
、

社
会
的
関
係
性
を
拒
絶
し
な
い
と
や
っ

て
い
か
れ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
ま
り
に
近
づ
き
す
ぎ
た
ら
危
険
を
感

じ
る
。
そ
れ
っ
て
、
動
物
の
本
能
で
す

よ
。僕

は
去
年
、
鶏
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を

き
っ
か
け
に
、
過
密
問
題
を
研
究
し
て

い
た
。

科
学
者
は
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
絶

対
に
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
厳
密
に
は
証

明
で
き
な
い
こ
と
も
世
の
中
に
は
た
く

さ
ん
あ
る
。
鶏
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
証

明
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
１
０
０
万

羽
養
鶏
な
ん
て
い
う
こ
と
を
や
っ
た
ら
、

病
気
が
起
こ
る
確
率
が
高
く
な
る
の
は

当
た
り
前
で
す
。
突
然
変
異
で
ウ
ィ
ル

ス
が
変
わ
っ
て
い
く
病
気
だ
か
ら
、
10

羽
や
１
０
０
羽
飼
っ
て
い
る
の
と
１
０

０
万
羽
飼
っ
て
い
る
の
と
で
は
、
ウ
ィ

ル
ス
の
変
貌
の
速
度
も
桁
が
違
っ
て
き

ま
す
。
だ
か
ら
基
本
的
に
家
畜
の
密
飼

い
が
原
因
で
、
人
間
の
密
飼
い
と
の
ダ

ブ
ル
密
飼
い
に
よ
っ
て
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
は
広
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。

昔
は
密
飼
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ら
、

風
土
病
で
数
十
匹
死
ん
で
も
、
宿
主
が

死
ぬ
と
ウ
ィ
ル
ス
も
死
ぬ
か
ら
被
害
が

そ
こ
で
止
ま
り
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な

ら
な
い
。

じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
１
０
０
万
羽
も
飼
っ

て
い
る
の
か
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
産

業
資
本
主
義
の
都
合
で
し
ょ
。
そ
こ
を

放
っ
て
お
い
て
、
ワ
ク
チ
ン
が
効
く
か

効
か
な
い
か
を
論
じ
た
っ
て
、
結
論
は

出
て
こ
な
い
で
す
よ
。

家
族
と
地
域
の
価
値

人
間
の
集
団
に
は
、
目
的
が
あ
る
集

団
と
な
い
集
団
が
あ
る
。

家
族
と
ム
ラ
に
は
目
的
が
な
く
て
、

存
在
が
先
に
あ
る
。
逆
に
目
的
が
あ
っ

た
ら
困
る
ん
で
す
。
結
婚
し
て
、
産
ま

れ
て
き
た
子
供
が
目
的
に
合
わ
な
い
か

急斜面につくられた棚田に引かれ
る水は、勢いが強い。水の勢いで
土が掘られぬよう、竹樋の末端に
は節が残されている。
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は
、
小
字
と
大
字
の
連
合
体
。
だ
い
た

い
２
０
０
か
ら
３
０
０
の
戸
数
で
４
０

０
０
か
ら
６
０
０
０
人
。
こ
の
範
囲
内

で
、
日
本
人
は
生
き
て
き
た
。
互
い
に

個
別
に
知
っ
て
い
た
。

山
も
水
も
、
こ
の
人
数
だ
と
な
ん
と

か
自
律
で
き
る
。
そ
れ
よ
り
外
は
、
他

所
の
世
界
。
と
き
に
は
水
争
い
の
対
象

で
す
。

人
間
は
知
っ
て
い
る
仲
と
知
ら
な
い

仲
と
で
は
、
行
動
様
式
が
変
わ
る
。
だ

か
ら
個
体
識
別
が
で
き
て
い
る
一
定
空

間
の
中
で
、
ど
れ
だ
け
の
人
間
関
係
を

つ
く
れ
る
か
が
、
地
域
再
生
の
突
破
口

の
一
つ
に
な
る
。

こ
れ
が
、
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
可

能
性
へ
の
、
答
え
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
行
政
や
メ
デ
ィ
ア
が
見
せ
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
虚
偽

に
は
警
戒
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

「
大
変
だ
っ
た
け
れ
ど
、
貧
し
く
て
も

助
け
合
っ
て
い
た
」
と
か
ね
。

そ
う
い
う
話
が
み
ん
な
大
好
き
な
ん

で
す
ね
。
そ
れ
を
悪
用
す
る
人
が
い
て
、

何
度
も
騙
さ
れ
て
疲
弊
し
て
い
る
農
山

村
が
あ
る
こ
と
を
、
都
会
の
人
に
も
っ

と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

ま
ず
は
、
受
け
入
れ
側
の
地
域
の
基

盤
と
、
訪
れ
る
側
の
関
係
性
を
再
生
し

な
く
て
は
。
ニ
ュ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
語

る
の
は
、
そ
れ
か
ら
先
の
こ
と
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

ら
と
い
っ
て
「
私
は
知
り
ま
せ
ん
」
と

は
言
え
な
い
の
が
家
族
。

家
族
が
な
ぜ
一
番
安
心
で
き
る
の
か

は
、
単
純
な
話
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
が
泣

い
た
ら
お
っ
ぱ
い
を
吸
わ
せ
て
お
む
つ

を
か
え
る
。
そ
う
い
う
行
為
の
積
み
重

ね
な
ん
で
す
よ
。
好
き
と
か
嫌
い
と
か

感
情
で
家
族
に
な
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

関
係
性
に
は
、
家
族
が
果
た
す
役
割

が
大
き
い
け
れ
ど
、
地
域
の
働
き
も
あ

る
。こ

の
ご
ろ
子
供
の
虐
待
が
多
い
。
そ

う
い
う
こ
と
は
昔
か
ら
あ
っ
た
け
れ
ど
、

最
低
限
の
保
障
を
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ

ち
ゃ
ん
や
隣
近
所
が
や
っ
て
い
た
。
だ

か
ら
子
供
は
死
な
な
か
っ
た
。
だ
め
な

親
の
数
は
、
昔
も
今
も
同
じ
ぐ
ら
い
だ

け
れ
ど
、
そ
れ
を
保
障
す
る
シ
ス
テ
ム

が
な
く
な
っ
た
か
ら
、
子
供
が
死
ん
で

し
ま
う
。

未
熟
な
親
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ

と
も
解
決
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
け
れ

ど
、
家
族
・
世
帯
の
在
り
方
や
、
隣
近

所
の
関
係
性
を
高
め
る
こ
と
も
大
切
で

す
。

知
ら
な
い
仲
じ
ゃ
な
し

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、

よ
く
知
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
ぐ
ら
い
都
会

の
人
を
動
員
で
き
る
の
か
も
知
り
ま
せ

ん
。た

だ
、「
み
ん
な
、
つ
な
が
り
た
い

ん
だ
」
と
い
う
気
持
ち
は
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
を
や
る
た
め
の
基
盤
が
、

も
う
崩
壊
し
て
い
る
。

僕
が
今
考
え
て
い
る
の
は
、
個
体
識

別
が
で
き
る
人
間
の
集
合
体
を
つ
く
れ

な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

室
町
時
代
か
ら
後
の
ム
ラ
と
い
う
の
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