
島
の

自
立
的
発
展
を
考
え
る

新
田
直
人
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島
を
旅
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
き
っ
か
け
は
、
前
職
で
半
島

地
域
の
振
興
を
担
当
し
て
か
ら
で
あ
る
。

平
成
一
七
年
に
半
島
振
興
法
が
二
度
目
の
延
長
を
迎
え
た
際
、
従

来
か
ら
の
法
目
的
で
あ
っ
た
「
条
件
不
利
性
の
是
正
」
に
、「
地
域

の
自
立
的
発
展
」
が
加
え
ら
れ
た
。
自
立
的
発
展
と
は
何
だ
ろ
う
か

と
考
え
て
い
た
と
き
、「
三
方
を
海
に
囲
ま
れ
、
平
地
に
恵
ま
れ
ず
、

水
資
源
が
乏
し
い
」
と
い
う
、
半
島
の
条
件
不
利
性
を
表
し
た
言
葉

に
目
が
行
っ
た
。
な
ぜ
、
人
々
は
そ
の
よ
う
な
不
利
な
場
所
に
住
ん

だ
の
だ
ろ
う
か
。
本
当
に
半
島
は
不
利
な
場
所
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
て
、「
三
方
が
海
に
面
し
、
目
の
前
に
平
ら
か
な
海
路

が
広
が
っ
て
い
る
」
と
言
い
換
え
て
み
た
。
陸
の
眼
で
半
島
を
み
れ

ば
不
便
な
場
所
で
あ
る
が
、
海
の
眼
で
み
れ
ば
、
遣
唐
使
の
寄
港
地

も
、
北
前
船
で
栄
え
た
港
町
も
、
古
式
捕
鯨
の
拠
点
も
皆
、
半
島
が

関
与
し
て
い
る
。
半
島
と
は
、
海
を
自
由
に
行
き
来
し
、
他
地
域
と

の
交
流
を
前
提
に
生
き
て
き
た
人
々
の
暮
ら
す
場
所
だ
っ
た
の
で
は

海
と
島
の
日
本
・
Ⅸ

特
集

島
や
半
島
は
定
住
の
地
と
し
て
、
は
た
し
て
条
件
不
利
な
土
地
な
の
だ
ろ
う
か
。
海
や
山
に
囲

ま
れ
た
環
境
は
一
見
厳
し
い
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
の
自
然
を
活
か
す
知
恵
が
さ
ま
ざ

ま
な
生
業
を
育
み
、
海
運
が
華
や
か
り
し
時
代
に
繁
栄
を
極
め
た
地
域
性
は
外
向
的
な
気
質
を

い
ま
に
伝
え
て
い
る
。
海
・
山
・
里
が
同
居
す
る
暮
ら
し
や
海
を
自
由
に
往
来
す
る
歴
史
に
培

わ
れ
た
「
複
業
的
な
経
営
」「
他
地
域
と
の
交
流
」
に
島
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
。

半
島
の

さ
ら
に
先
に
あ
る
島
々
へ
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な
い
か
。

半
島
の
人
た
ち
は
進
取
の
気
性
に
富
ん
で
い
る
。
平
成
一
五
年
に

能
登
空
港
が
開
港
す
る
と
、
能
登
半
島
の
人
た
ち
は
、
有
志
で
東

京
・
銀
座
に
居
酒
屋
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
。「
金
沢
に
飲
み
に
行
く

よ
り
、
銀
座
に
行
っ
た
方
が
早
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
彼
ら
は
活
発

に
地
域
間
交
流
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
眼
で
各
地
の
半
島
を

見
て
い
く
と
、
半
島
は
海
に
開
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
海
を
通
じ

て
半
島
同
士
も
昔
か
ら
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
交
流
の
輪
の
中
に
島
も
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
関
心

は
半
島
の
先
に
あ
る
島
に
広
が
っ
た
。

島
と
い
う
と
、
閉
鎖
性
、
隔
絶
性
と
い
っ
た
眼
で
と
ら
え
が
ち
だ
。

そ
も
そ
も
、「
離
島
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
そ
う
だ
。
だ
が
、
海
を

通
じ
た
交
流
の
歴
史
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
島
の
歴
史
か
ら
い
え
ば
、

実
は
オ
ー
プ
ン
な
場
所
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

私
は
、
島
を
訪
れ
る
と
、
農
作
業
や
網
の
手
入

れ
を
し
て
い
る
住
民
か
ら
、
島
の
話
を
聞
く
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
。
島
に
住
む
人
た
ち
は
外
交

的
だ
。
カ
メ
ラ
を
ぶ
ら
下
げ
て
歩
い
て
い
て
、

「
何
し
に
来
た
」
と
い
う
顔
を
さ
れ
る
こ
と
は
ま

ず
な
い
。

五
島
列
島
の
福
江
島
の
荒
川
港
に
湧
く
荒
川
温

泉
の
共
同
湯
に
入
っ
た
と
き
、「
○
○
町
　
○
○

丸
」
と
マ
ジ
ッ
ク
イ
ン
キ
で
書
か
れ
た
風
呂
桶
が

番
台
に
並
ん
で
い
る
の
を
み
て
驚
い
た
こ
と
が
あ

る
。
離
島
の
温
泉
と
い
う
と
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た

時
間
の
流
れ
の
中
で
、
お
年
寄
り
が
の
ん
び
り
と

世
間
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
。

特集 海と島の日本・Ⅸ

外
に
開
か
れ
た
福
江
島
と
小
値
賀
島
、

相
互
扶
助
精
神
の
息
づ
く
大
島

海・山・里が同居する半島の暮らし（石川県輪島市）。



56

だ
が
、
実
は
、
荒
川
港
は
五
島
沖
の
漁
場
を
目
指
し
て
集
ま
っ
て
く

る
各
地
の
漁
師
の
拠
点
で
あ
り
、
共
同
湯
は
漁
場
や
漁
模
様
、
技
術

に
つ
い
て
情
報
交
換
が
交
わ
さ
れ
る
社
交
場
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。

島
の
漁
港
は
、
住
民
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
利
用
者
の
半
数
は
、

地
元
外
の
漁
船
な
の
だ
。

二
度
目
の
五
島
列
島
は
、
小お

値ぢ

賀か

島じ
ま

だ
っ
た
。
博
多
港
か
ら
夜
行

の
船
に
乗
る
と
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
お
ぢ
か
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム

協
会
」
が
主
催
す
る
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
の
参
加
者
と
乗
り
合
わ
せ
た
。

住
民
有
志
と
観
光
協
会
が
設
立
し
た
こ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
は
、
子
ど
も
た

ち
を
対
象
と
し
た
農
漁
家
民
泊
や
無
人
島
で
の
自
然
体
験
活
動
な
ど

に
取
り
組
み
、
平
成
二
〇
年
度
の
総
収
入
は
一
億
円
、

集
客
数
八
〇
〇
〇
人
泊
に
及
び
、
一
〇
名
以
上
の
島
内

外
出
身
の
若
者
を
常
時
雇
用
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
ん

な
島
だ
か
ら
、
住
民
も
外
交
的
だ
っ
た
。

小
値
賀
島
周
辺
に
は
、
い
く
つ
か
の
付
属
島
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
、
大
島
の
港
で
船
を
待
っ
て
い
る
と
、
リ
ヤ

カ
ー
に
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
段
ボ
ー
ル
箱
を
載
せ
た
女
性

た
ち
が
集
ま
っ
て
き
た
。
聞
け
ば
、
彼
女
た
ち
は
、
民

泊
の
受
け
入
れ
農
漁
家
で
、
都
会
か
ら
来
た
子
ど
も
た

ち
と
の
交
流
を
楽
し
そ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。

そ
の
話
を
小
値
賀
の
人
に
す
る
と
、
皆
、
口
を
揃
え

て
大
島
の
住
民
は
堅
実
だ
と
言
い
、「
困
窮
島
」
の
話

に
及
ん
だ
。
困
窮
島
と
は
、
大
島
で
最
貧
の
家
族
を
隣

の
小
島
に
移
住
さ
せ
、
自
給
自
足
の
生
活
を
数
年
行
わ

せ
、
自
力
更
生
さ
せ
る
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
制

度
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
三
八
年
ま
で
続
い
た
と
い

い
、
港
に
は
、「
自
力
更
生
」
と
彫
ら
れ
た
石
碑
が
誇

ら
し
げ
に
建
っ
て
い
る
。
大
島
は
人
口
わ
ず
か
一
〇
〇

表1　大島（長崎県小値賀町）の人口流動（住民基本台帳） 

資料：日本離島センター『離島統計年報』 

平成14年 
4月1日の 
人口 

100

平成19年 
4月1日の 
人口 

91

 出生 1 1    2 
 死亡 3 2  2 1 8 
 転入 5 3 2  4 14 
 転出 5 1 2 8 1 17

H14.4 
   ～ 
H15.3

H15.4 
   ～ 
H16.3

H16.4 
   ～ 
H17.3

H17.4 
   ～ 
H18.3

H18.4 
   ～ 
H19.3

計 

人口の流動 

島の人たちで賑わう朝の大島港。
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人
の
島
で
あ
る
。
だ
が
、
小
値
賀
町
で
唯
一
小
学
校

の
分
校
が
残
り
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
土
地
改
良
を

行
い
、
農
業
生
産
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。

島
の
高
齢
化
率
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い

る
が
、
過
去
五
年
の
人
口
の
増
減
を
み
る
と
平
成
一

七
年
度
を
除
け
ば
転
入
超
過
と
な
っ
て
い
る
（
表
１
）。

分
校
の
児
童
数
も
四
〜
七
人
程
度
で
推
移
し
て
お
り
、

小
値
賀
町
の
中
で
も
Ｕ
タ
ー
ン
が
多
く
、
若
い
世
代

が
残
っ
て
い
る
地
区
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
島
の
住
民

に
根
付
く
相
互
扶
助
と
自
主
努
力
の
精
神
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
困
窮
島
と
は
、
失
わ
れ
た
風
習
を
表

す
民
俗
学
用
語
で
は
な
く
、
制
度
が
な
く
な
っ
た
今

も
、
島
の
人
々
の
精
神
規
範
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
持
続
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
小
値
賀
島
や
大
島
の
よ
う
な
例
ば
か
り
で
は
な
い
。

香
川
県
の
多
度
津
町
か
ら
船
で
二
五
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
高
見

島
を
訪
れ
た
と
き
は
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。

平
地
に
乏
し
い
こ
の
島
で
は
、
急
斜
面
に
組
ま
れ
た
自
然
石
の
石

垣
の
中
に
瓦
葺
の
民
家
が
並
び
、
町
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
つ
あ
る
集
落
の
一
つ
は
一
年
前

に
最
後
の
一
人
が
立
ち
退
き
、
竹
や
ぶ
と
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

中
心
の
浦
集
落
も
、
上
部
は
無
人
の
境
と
な
っ
て
い
た
。
急
斜
面
に

列
な
る
石
段
は
、
車
は
お
ろ
か
手
押
し
車
も
入
れ
な
い
。
若
者
は
対

岸
の
多
度
津
町
に
家
を
建
て
、
高
齢
者
は
海
岸
の
道
路
沿
い
の
空
き

家
に
引
っ
越
し
た
。
島
か
ら
は
、
鷲
羽
山
の
遊
園
地
や
瀬
戸
大
橋
、

造
船
所
な
ど
が
望
め
、
目
の
前
の
海
は
船
が
頻
繁
に
行
き
交
う
。
な

ぜ
古
来
、
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
の
島
が
か
く
も
寂
れ
て
し
ま
っ

た
の
か
。

だ
が
、
高
見
島
で
出
会
っ
た
男
性
は
、「
対
岸
の
多
度
津
町
に
は

特集 海と島の日本・Ⅸ

大島港に立つ「自力更生」の碑。

か
つ
て
は
海
上
交
通
の

要
衝
だ
っ
た
高
見
島
と
佐
柳
島
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島
出
身
者
が
多
い
し
、
子
ど
も
も
遠
く
て
大
阪
だ
よ
」
と
言
っ
た
。

彼
は
、
定
年
退
職
を
機
に
四
〇
年
ぶ
り
に
島
に
戻
っ
て
き
た
。
何
と

か
島
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
不
動
産
の
流
動
性
が
あ
っ
て
海
岸

沿
い
の
家
を
借
り
ら
れ
る
こ
と
（
町
の
不
動
産
屋
の
広
告
に
は
、
高
見
島

の
物
件
が
載
っ
て
い
る
）、
そ
し
て
彼
の
よ
う
に
島
に
戻
っ
て
く
る
人
間

が
い
る
か
ら
だ
と
言
っ
た
。
ま
た
、
高
見

島
よ
り
沖
合
に
あ
る
佐
柳

さ

な

ぎ

島じ
ま

で
は
、
本
土

に
近
い
高
見
島
と
違
っ
て
島
内
で
結
婚
し

た
者
が
多
く
、
近
年
夫
婦
で
戻
っ
て
く
る

人
が
多
い
と
も
言
っ
た
。

こ
の
一
〇
年
間
の
高
見
島
と
佐
柳
島
の

人
口
の
流
動
を
み
る
と
、
高
見
島
は
大
幅

な
転
出
超
過
に
よ
り
人
口
が
半
減
し
て
い

る
の
に
対
し
、
佐
柳
島
は
転
入
者
の
多
さ

が
目
立
つ
（
表
２
）。
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ

ま
な
要
因
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
佐
柳
島
は

本
土
か
ら
離
れ
た
場
所
に
位
置
し
て
い
た

が
ゆ
え
に
、
島
の
自
立
性
が
保
た
れ
た
と

み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

高
見
島
が
衰
退
し
た
の
は
絶
対
的
な
不
利

性
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
町
に

近
く
、
た
だ
し
交
通
手
段
が
車
で
は
な
く

船
で
あ
っ
た
た
め
だ
っ
た
の
だ
。

図
１
は
、
全
国
の
離
島
を
対
象
に
、
高
齢
化
率
と
高
齢
化
率
の
男

女
差
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
平
成
一
二
年
と
一
七
年
（
国
勢
調
査
）

表2　高見島・佐柳島（香川県多度津町）の人口流動（住民基本台帳） 

資料：日本離島センター『離島統計年報』 

平成19年 
4月1日の人口 
（B） 

B／A
人口の流動 

（H9.4～H19.3） 

平成9年 
4月1日の人口 
（A） 

 出生 3 
 死亡 23 
 転入 23 
 転出 79 
 出生 0 
 死亡 59 
 転入 52 
 転出 42

 
81 
 
 
 

145

 
157 
 
 
 

194

 
高見島 

 
 
 

佐柳島 

 
52% 

 
 
 

75%島
々
の
再
生
は

「
複
合
経
営
」と「
地
域
間
交
流
」で

対岸に四国本土を望む高見島の浦集落。空き家や荒れ地が目立つ。
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を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
女
性
の
高
齢
者
比
率

が
男
性
の
高
齢
者
比
率
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
離
島
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
漁
業
就
業
者
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
男
性
が

占
め
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
状
態
と
な
っ
た
漁
村
で
は
、

主
産
業
で
あ
る
漁
業
の
基
盤
が
一
気
に
失
わ
れ
て
い
く
お
そ
れ
が
高

い
。漁

村
の
二
割
は
離
島
、
三
割
は
半
島
に
位
置
す
る
。
こ
の
た
め
、

離
島
・
半
島
の
活
力
の
低
下
は
、
漁
業
の
衰
退
に
直
結
す
る
。
漁
業

を
守
る
た
め
に
は
、
基
盤
と
な
る
漁
村
の
振
興
が
不
可

欠
な
の
だ
。

私
は
、
漁
村
の
振
興
に
は
、「
三
つ
の
持
続
性
の
回

復
」
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
、

村
に
人
が
住
む
と
い
う
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
性
」、

次
に
そ
の
住
民
が
共
同
で
藻
場
や
魚
付
き
林
の
保
全
を

行
う
こ
と
で
、
水
産
資
源
が
守
ら
れ
る
と
い
う
「
資
源

の
持
続
性
」、さ
ら
に
そ
れ
に
よ
り
漁
村
の
基
幹
産
業
で

あ
る
漁
業
経
営
が
安
定
す
る
と
い
う
「
地
域
経
営
の
持

続
性
」。そ
し
て
、
経
営
が
成
り
立
つ
こ
と
で
人
が
住
み

続
け
る
こ
と
が
で
き
、
三
つ
の
持
続
性
は
連
関
す
る
。

こ
の
三
つ
の
持
続
性
を
確
保
す
る
上
で
の
キ
ー
ワ
ー

ド
が
、
島
・
半
島
の
漁
村
に
歴
史
的
に
培
わ
れ
て
き
た

「
複
業
的
な
経
営
」「
他
地
域
と
の
交
流
」
で
あ
る
。

能
登
半
島
の
先
端
に
あ
る
珠す

洲ず

市
は
、
金
沢
ま
で
鉄

道
で
三
時
間
以
上
を
要
し
、
そ
の
鉄
道
も
平
成
一
七
年

に
廃
止
さ
れ
、
過
疎
化
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
珠
洲
は
も
と
も
と
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
に
恵
ま
れ

た
土
地
で
あ
っ
た
。
沖
合
漁
場
に
近
い
日
本
海
と
波
静

特集 海と島の日本・Ⅸ

図1　離島の高齢化率と高齢化率の男女差（平成12年、17年国勢調査） 
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か
な
富
山
湾
の
双
方
に

面
し
、
豊
か
な
雑
木
林

か
ら
は
木
炭
が
採
れ
、

七
輪
や
瓦
の
製
造
も
行

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

半
島
の
先
端
ゆ
え
の
地

域
在
来
種
の
小
豆
が
残

り
、
大
き
な
河
川
の
流

入
が
な
い
た
め
、
製
塩

業
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
業
は
小

さ
く
、
珠
洲
の
暮
ら
し

は
、
単
体
の
「
業
」
で

は
成
り
立
た
な
い
。
だ

が
、
地
域
全
体
と
し
て

み
れ
ば
、
季
節
ご
と
に

海
・
山
・
里
か
ら
も
た

ら
さ
れ
る
多
様
な
収
入

源
が
あ
っ
た
。
そ
の
恵

ま
れ
た
環
境
を
保
全
・
管
理
し
続
け
る
限
り
、
収
入
源
の
い
ず
れ
か

が
不
作
と
な
っ
て
も
、
他
の
収
入
で
補
え
る
と
い
う
柔
軟
性
を
持
っ

て
い
た
。
こ
う
し
た
中
、
近
年
、
農
家
民
泊
や
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を

開
業
す
る
農
業
者
が
現
れ
、
公
共
工
事
の
削
減
の
中
で
新
た
な
活
路

を
見
出
そ
う
と
す
る
建
設
事
業
者
が
製
塩
業
に
参
入
す
る
な
ど
、

海
・
山
・
里
の
資
源
に
同
時
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
希
有
な
条
件

を
活
か
し
た
取
り
組
み
が
活
発
化
し
て
い
る
。

一
つ
の
業
に
し
か
携
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
業
界
の
掟
に
従

っ
て
い
れ
ば
生
き
て
い
け
る
。
二
足
の
わ
ら
じ
を
必
要
と
し
た
地
域

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
源
と
取
り
引
き
先
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
が

対馬の南端、赤米
の神事の残る豆酘
（つつ）集落にて。

季節風を避けるた
めの「まがき」に
覆われた集落（石
川県輪島市）。
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交
流
を
生
ん
だ
。
平
成
一
五
年
の
能
登
空
港
の
開
業
は
、
地
域
外
と

の
交
流
の
活
発
化
に
拍
車
を
か
け
た
。

島
や
半
島
に
は
、
こ
の
よ
う
な
土
地
が
多
い
。
小
値
賀
島
も
、
食

肉
加
工
か
ら
鯨
油
、
肥
料
・
漁
具
生
産
ま
で
幅
広
い
裾
野
を
持
っ
て

い
た
と
言
わ
れ
る
古
式

捕
鯨
や
、
長
崎
俵
物
と

し
て
輸
出
さ
れ
た
ア
ワ

ビ
の
生
産
・
加
工
の
場

で
あ
り
、
起
伏
が
少
な

く
、
地
味
の
豊
か
な
農

地
を
持
っ
て
い
た
。
ア

イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム

は
、
そ
の
延
長
に
あ
る
。

漁
業
を
漁
業
と
し
て
、

農
業
を
農
業
と
し
て
だ

け
と
ら
え
る
と
き
、
厳

し
い
現
実
し
か
見
え
て

こ
な
い
。
し
か
し
、
漁

業
は
魚
を
獲
る
だ
け
の

業
で
は
な
く
、
農
業
は

農
作
物
を
生
産
し
て
終

わ
る
業
で
は
な
い
は
ず

だ
。
半
農
半
漁
と
は
、

貧
し
さ
を
表
す
言
葉
で
は
な
く
、
地
域
の
持
続
の
た
め
に
必
要
な
経

営
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
決
し
て
、
島
や
半
島

は
閉
鎖
的
な
社
会
で
は
な
か
っ
た
。

農
山
漁
村
の
活
性
化
を
語
る
と
き
、「
農
山
漁
村
は
厳
し
い
条
件

に
あ
る
」
と
い
う
前
提
か
ら
入
り
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
現
場
を
歩

い
て
い
る
と
、
地
域
に
は
人
材
が
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

る
。
右
肩
上
が
り
の
時
代
と
は
異
な
り
、
若
者
の
地
元
志
向
は
高
ま

り
、
地
域
に
根
ざ
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
若
い
世
代
は
確
実
に

増
え
て
い
る
。
島
や
半
島
で
出
会
う
お
年
寄
り
も
、
都
会
で
の
生
活

を
経
験
し
て
、
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
き
た
と
い
う
人
が
多
い
。
そ
う
し
た

交
流
の
力
を
有
す
る
人
た
ち
の
力
を
活
用
し
て
、
漁
業
・
農
業
を
基

盤
と
し
た
新
た
な
地
域
産
業
の
展
開
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

■
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