
三田守保さん(久保手・66歳）

５　Kaminoyama Public Relations ４2007.12.１

■地区には昔からの慣習などもあり、都会から来

てはじめは慣れるのが大変だったと思いますが、

すっかり地域にとけ込んでいます。三田さんは朗

らかで親しみのある人柄なので、よく家に呼んで

もらい近所の仲間と酒を酌み交わすなど、仲良く

させてもらっています。また地域活動にも積極的

に参加しているほか、盆踊りや運動会で子どもた

ちに綿アメを作ってくれるなど、今までにない試

みを実行してくれることもしばしば。昔ながらの

地区に新しいアイデアが加わり、地区の活性化に

もつながっていると思います。
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新しいアイデアが、
地区を活性化させる

く

　
「
空
気
の
お
い
し
さ
、
季
節
の

移
り
変
わ
り
、
人
情
味
が
あ
る
土

地
柄
…
住
ん
で
い
て
こ
ん
な
に
良

い
と
こ
ろ
は
ほ
か
に
な
い
」
。
四

季
折
々
の
蔵
王
連
峰
が
一
望
で
き

る
久
保
手
地
区
に
、
埼
玉
県
か
ら

移
住
し
て
３
年
目
を
迎
え
る
三
田

守
保
さ
ん
。
た
ま
た
ま
親

戚
を
訪
ね
て
山
形
に
来
た

と
き
「
蔵
王
の
景
色
が
気

に
入
っ
て
、
山
々
に
囲
ま

れ
た
こ
の
場
所
な
ら
、
す

ぐ
大
自
然
に
飛
び
出
し
て

遊
べ
る
」
と
、
ひ
き
つ
け

る
何
か
を
感
じ
た
と
い
い、

そ
れ
か
ら
わ
ず
か
２
か
月

で
奥
さ
ん
と
２
人
で
引
っ

越
し
て
き
ま
し
た
。

　
も
と
も
と
カ
ヌ
ー
や
山

歩
き
、
ス
キ
ー
な
ど
根
っ

か
ら
の
ア
ウ
ト
ド
ア
派
と

い
う
三
田
さ
ん
は
、
昨
シ

ー
ズ
ン
は
十
五
回
ほ
ど
ス

キ
ー
に
通
い
、
暇
を
見
つ

け
て
は
い
ろ
ん
な
場
所
へ

出
か
け
て
い
ま
す
。
ま
た、

親
戚
か
ら
譲
り
受
け
た
空
き
家
の

内
改
装
か
ら
ト
タ
ン
屋
根
の
ペ
ン

キ
塗
り
、
井
戸
掃
除
ま
で
、
約
七

か
月
か
け
て
自
ら
実
施
。
「
昔
風

の
家
に
し
た
い
」
と
い
う
こ
だ
わ

り
か
ら
、
囲
炉
裏
や
昔
な
が
ら
の

田
植
え
道
具
を
用
い
た
電
灯
を
作

る
な
ど
、
遊
び
心
を
大
切
に
し
な

が
ら
毎
日
楽
し
く
過
ご
し
て
い
ま

す
。

　
「
田
舎
は
閉
鎖
的
で
、
新
し
い

住
人
は
入
り
込
め
な
い
と
い
う
話

も
聞
く
け
れ
ど
、
引
っ
越
し
て
す

ぐ
隣
組
で
歓
迎
会
を
開
い
て
く
れ

る
な
ど
、
久
保
手
は
自
分
た
ち
を

ど
ん
ど
ん
受
け
入
れ
て
く
れ
た
。

い
つ
も
み
な
さ
ん
が
気
軽
に
声
を

か
け
て
く
れ
、
都
会
に
は
な
い
温

か
さ
を
感
じ
る
」
。「
例
え
ば
、
隣

組
に
よ
る
お
葬
式
の
賄
い
な
ど
、

地
区
に
伝
わ
る
慣
習
に
は
驚
い
た。

で
も
、
地
域
活
動
に
は
た
く
さ
ん

の
人
が
参
加
す
る
な
ど
、
地
区
の

団
結
力
を
感
じ
、
今
後
も
守
り
伝

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と

思
う
」
。

　
そ
ん
な
三
田
さ
ん
は
昨
年
、
地

区
住
民
の
顔
と
名
前
を
覚
え
よ
う

と
、
自
ら
志
願
し
て
隣
組
長
を
経

験
。
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
区
行
事

へ
の
参
加
は
も
ち
ろ
ん
、
「
で
き

る
こ
と
は
何
で
も
さ
せ
て
も
ら
い

た
い
」
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
地

区
内
に
あ
る
公
園
の
垣
根
の
整
備

や
植
木
の
手
入
れ
、
雪
囲
い
を
行

う
な
ど
、
地
域
活
動
に
も
意
欲
的

な
ほ
か
、「
　
上
山
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
」
の
一
員
と
し
て
も

市
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
汗
を
流

す
毎
日
で
す
。「
三
田
さ
ん
は
い
つ

も
熱
心
で
、
自
分
た
ち
が
気
付
か

な
い
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て

く
れ
る
」
。
そ
う
話
す
地
区
の
み

な
さ
ん
の
瞳
の
奥
に
は
、
地
域
に

と
け
込
ん
で
い
る
三
田
さ
ん
の
姿

が
し
っ
か
り
と
輝
い
て
い
ま
す
。

　
『
無
刀
の
心
得
』
…
三
田
さ
ん

が
常
に
心
に
置
い
て
い
る
言
葉
で

す
。
「
近
所
の
仲
間
が
家
に
来
て

く
れ
て
一
緒
に
酒
を
飲
む
の
が
楽

し
く
て
ね
。
身
構
え
る
こ
と
な
く、

い
つ
も
周
り
の
み
な
さ
ん
に
教
え

て
も
ら
い
な
が
ら
、
今
を
生
き
た

い
。
こ
の
場
所
で
元
気
に
遊
ん
で

い
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
」
。
そ

う
話
し
、
目
を
見
合
わ
せ
て
微
笑

む
夫
妻
を
、
地
区
の
み
な
さ
ん
同

様
、
遠
く
に
望
む
蔵
王
連
峰
も
優

し
く
包
み
込
ん
で
い
ま
す
。

雄
大
な
蔵
王
の
麓
で
、
今
を
生
き
る
…

～
人
情
味
が
あ
る
土
地
で
、
地
域
に
と
け
込
む
～

思
い
立
っ
て
２
か
月
で
移
住
、

大
自
然
の
中
で
『
遊
ぶ
』
日
々

　
地
区
に
吹
く
新
し
い
風
。

「
こ
の
場
所
で
、
元
気
に

　
遊
べ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
」
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ちょこっと田舎暮らし

[短期滞在型]

田舎ならではの生活体
験や自然体験、地元の
人たちとの交流等

特定の田舎を年に数回、
あるいは毎年繰り返し
訪れる

田舎での生活体験、農林漁業体験（収
穫体験など）、自然・アウトドア体験、
お祭り参加など　※１回１～３泊。

ホテル
旅　館
民　宿

都会の喧騒とストレス
から離れて、環境の良
いところで休む

滞在期間が１・２週間
～３か月と長く、行き
来する頻度は高くない

保養、避暑・避寒、趣味（山歩き、陶
芸、園芸など）、仕事　※年１回～数
回程度。

別　荘
マンション
空き家
(所有・賃貸)

のんびり田舎暮らし

[長期滞在型]

仕事や教育など日常生
活は都会で、余暇時間
の多くは田舎で過ごす

週末ごと～月１回程度
の頻度で都会と田舎を
行き来する

一定の長期期間（１週
間～数か月）

保養、趣味（山歩き、釣り、陶芸、菜
園づくりなど）　※１回の滞在日数は
２～３日程度。

別　荘
空き家
(所有・賃貸)
市民農園

行ったり来たり田舎暮らし

[往来型]

仕事場も生活の場も田
舎におき、用事があれ
ば都会の住居を利用

都会の滞在時間よりも
田舎での滞在時間が長
い

田舎での日常生活、仕事（ホームオフ
ィス）、地域の仕事の手伝い、趣味・
地域のサークル活動　※１年の大半。

別　荘
空き家
(所有・賃貸)

どっぷり田舎暮らし

[ほぼ定住型]

田舎ならではの仕事や
技術の習得、自然環境
保全などに関わる活動

研修・技術習得（農林業、伝統工芸な
ど）、地域の仕事の手伝い（援農など）
※年１回～数回程度。

研修施設
社　宅
寮

田舎で学んでお手伝い

[研修・田舎支援型]

タイプ 目　的 イメージ来訪頻度・滞在期間 滞在居住施設

交流居住のタイプコラム① COLUMN

【総務省自治行政局過疎対策室・(財)過疎地域問題調査会 発行「田舎暮らしのススメ」参照】

地
域
に
も
た
ら
す

多
面
的
な
効
果
と
可
能
性

～
「
交
流
居
住
」
と
は
～

【第２部】

概要・ねらい

　
「
交
流
居
住
」
と
は
、
総
務
省

に
よ
る
施
策
の
一
つ
で
、
都
会
に

居
住
す
る
人
た
ち
が
都
会
と
田
舎

の
両
方
に
滞
在
・
居
住
す
る
場
所

を
持
ち
、
仕
事
、
余
暇
、
趣
味
、

学
習
な
ど
、
多
様
な
目
的
で
使
い

分
け
、
田
舎
で
は
地
元
の
人
た
ち

と
交
流
を
楽
し
み
な
が
ら
生
活
す

る
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
こ

と
。
目
的
や
田
舎
へ
の
来
訪
頻
度、

滞
在
期
間
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
５

つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
て
い
ま

す
（
コ
ラ
ム
①
）
。

　
で
は
、
な
ぜ
今
「
交
流

居
住
」
が
必
要
な
の
で
し

ょ
う
か
。
都
市
部
で
は
、

田
舎
暮
ら
し
や
自
然
・
健

康
志
向
の
高
ま
り
、
ま
た

Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者
の

増
加
な
ど
、
ふ
る
さ
と
回

帰
と
心
の
豊
か
さ
の
実
現

を
求
め
る
人
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
（
図
①
参
照
）。

一
方
、
田
舎
で
は
過
疎
化

・
少
子
高
齢
化
が
進
み
、

人
口
減
少
や
後
継
者
不
足

に
よ
る
耕
作
放
棄
地
・
空

き
家
の
増
加
な
ど
が
見
ら

れ
ま
す
。
加
え
て
、
約
七

百
万
人
と
も
い
わ
れ
る

「
団
塊
の
世
代
」
の
大
量

定
年
と
い
う
新
た
な
環
境
の
変
化

も
あ
り
、
「
交
流
居
住
」
に
は
、

都
市
と
田
舎
を
つ
な
ぎ
、
互
い
の

欠
点
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
で
そ

れ
ら
を
利
点
に
変
え
て
い
こ
う
と

い
う
ね
ら
い
が
あ
り
ま
す
。

　
過
疎
地
域
で
「
交
流
居
住
」
を

進
め
る
こ
と
は
、
都
市
と
の
積
極

的
な
交
流
に
よ
り
地
域
を
活
性
化

さ
せ
、
自
立
し
た
地
域
を
つ
く
り

上
げ
る
重
要
な
施
策
と
し
て
、
ま

た
都
市
住
民
に
と
っ
て
は
、
よ
り

豊
か
な
生
活
を
実
現
す
る
場
、
自

己
実
現
の
場
な
ど
、
多
様
な
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
実
現
す
る
大
き
な

き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に、

観
光
と
定
住
の
中
間
に
位
置
す
る

「
交
流
居
住
」
は
、
観
光
に
比
べ

地
域
と
の
関
わ
り
が
密
接
で
、
定

住
に
比
べ
地
元
で
の
雇
用
確
保
の

必
要
性
が
低
い
こ
と
も
特
徴
で
あ

る
ほ
か
、
空
き
家
の
有
効
活
用
や

地
域
消
費
の
増
加
、
滞
在
人
口
の

増
加
が
も
た
ら
す
活
気
・
刺
激
、

将
来
の
定
住
に
つ
な
が
る
可
能
性

な
ど
、
地
域
に
多
面
的
な
効
果
と

可
能
性
を
も
た
ら
し
ま
す
。

Ｊターン…地方から大都市へ移住した人が、生まれ故郷の近くの中
　　　　　規模な都市に戻り定住すること

団塊の世代…第二次世界大戦直後の日本で1947年から1949年にかけ
　　　　　　ての第一次ベビーブームで生まれた世代

用語解説

都
市
と
田
舎
、
互
い
の

欠
点
を
利
点
に
変
え
る

けんそう

0 10 20 30 40 50 60

景色や環境が良い所で生活 53％

静かにのんびり過ごしたい 60％

アウトドア・レジャー 32％

家庭菜園やガーデニング 29％

地元の人と交流したい 15％

12％

2％

芸術創作活動等の趣味充実

ボランティア活動をしたい

田舎の広い家で生活を楽しむ 17％

Ｑ．田舎で何をして過ごしたいですか？

(％)

【図①】過疎地域における交流居住にむけたニーズ分析に関す
　　　　る調査(都市住民アンケート調査　平成17年３月/総務
　　　　省自治行政局過疎対策室）より

※ ※

ふ
も
と

【特集】我が〝心のふるさと〟

い
　
ろ
　
り

ま
か
な

ざ
ん
し
ん

む 

と
う

こ
こ
ろ
え

自分たちで植樹・管理した満開の桜をバックに、地区
のみなさんと（三田さんは後列左から３人目）


