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は
じ
め
に

　

本
稿
が
読
者
の
お
手
元
に
届
く
頃
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
が

「（
地
方
版
）
総
合
戦
略
」
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
。

本
号
の
特
集
に
は
四
自
治
体
の
意
欲
的
な
取
り
組
み
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
皆
さ
ま
の
お
住
ま
い
の
自
治
体
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

私
が
知
る
限
り
で
は
、
本
号
で
紹
介
さ
れ
た
四
自
治
体
の
取
り
組

み
は
か
な
り
秀
で
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
総
合
計
画
な

ど
既
存
計
画
の
焼
き
直
し
だ
っ
た
り
、
他
自
治
体
や
国
・
都
道
府
県

版
総
合
戦
略
の
追
随
で
あ
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
わ

が
自
治
体
の
「
総
合
戦
略
」
を
確
認
す
る
や
、
そ
の
不
甲
斐
な
さ
に

慨
嘆
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
自
治
体
に
す
べ
て
の
責
を
帰
す
る
の
は

安
易
で
あ
り
、
決
し
て
生
産
的
な
行
為
で
は
な
い
。
た
し
か
に
自
治

体
側
の
努
力
不
足
も
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
が
進
め
る

「
地
方
創
生
」
政
策
そ
の
も
の
が
抱
え
る
問
題
点
に
起
因
す
る
面
も

「
離
島
創
生
」の
方
向
性
─
個
人
に
向
き
合
い
、実
態
に
即
し
た
雇
用
・
支
出
対
策
を

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
本
稿
の
前
半
で
は
、「
地
方
創
生
」

政
策
の
問
題
点
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。

１
．「
地
方
創
生
」政
策
の
現
実

（
１
）
拙
速
か
つ
中
央
集
権
的
に
進
め
ら
れ
た
「
地
方
創
生
」
政
策

　

第
一
に
、「
総
合
戦
略
」
の
策
定
は
あ
ま
り
に
も
拙
速
に
進
め
ら

れ
た
。
二
〇
一
五
年
一
〇
月
末
ま
で
に
策
定
す
れ
ば
交
付
金
を
上
乗

せ
す
る
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
な
ど
自
治
体
に
は
早
期
の
策
定
を
促
す

一
方
で
、「
総
合
戦
略
」
の
仕
様
は
今
年
に
入
っ
て
か
ら
徐
々
に
明

ら
か
に
さ
れ
る
と
い
っ
た
始
末
で
あ
り
、
自
治
体
の
担
当
者
は
創
生

本
部
か
ら
五
月
雨
的
に
打
ち
出
さ
れ
る
各
種
文
書
や
様
式
に
右
往
左

往
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
住
民
と
の
対
話
に
は
手
が

回
ら
ず
、
住
民
代
表
や
有
識
者
を
集
め
た
会
議
を
三
、四
回
開
催
す

る
な
り
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
の
が
関
の
山
で
、
ま
る
で
住

民
不
在
の
「
総
合
戦
略
」
と
化
し
た
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
。

　

第
二
に
、「
地
方
創
生
」
政
策
は
き
わ
め
て
中
央
集
権
的
に
進
め

N
P
O
法
人
ロ
ー
カ
ル
・
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン 

理
事　

坂
本　

誠
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ら
れ
て
い
る
。

「
地
方
創
生
」
政
策
の
根
拠
法
で
あ
る
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
法
」
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
は
、
政
府
の
定
め
た
「
国
版
総
合
戦
略
」

（
同
法
第
8
条
）
と
都
道
府
県
の
策
定
し
た
「
都
道
府
県
版
総
合
戦
略
」

（
同
9
条
）
を
「
勘
案
」
し
て
「
市
町
村
版
総
合
戦
略
」
を
策
定
（
同

10
条
）
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
財
源
配
分
に
お
い
て
も
強
力
な
中
央
集
権
体
制
が
築
か
れ

て
い
る
。「
総
合
戦
略
」
を
実
践
す
る
た
め
の
財
源
と
し
て
政
府
の

来
年
度
予
算
に
一
〇
八
〇
億
円
の
交
付
金
が
計
上
さ
れ
る
予
定
だ
が
、

交
付
金
の
配
分
額
を
決
定
す
る
の
は
政
府
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
本

稿
執
筆
時
点
に
お
い
て
、
政
府
は
交
付
金
の
配
分
基
準
を
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
。
明
確
な
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
そ
の
ぶ
ん
政
府
の
裁
量
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
自

治
体
側
は
政
府
の
意
向
を
忖
度
し
て
「
総
合
戦
略
」
を
策
定
す
る
こ

と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
地
方
創
生
」
政
策
が
拙
速
か
つ
中
央
集
権
的
に
進

め
ら
れ
る
な
か
で
、
多
く
の
自
治
体
で「（
あ
る
意
味
で
）現
状
適
応
的
」

に
対
応
し
た
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
既
存
計
画
の
焼
き
直
し
や
他
自

治
体
や
国
・
都
道
府
県
の
追
随
的
な
「
総
合
戦
略
」
だ
と
言
え
る
。

（
２
）
見
過
ご
さ
れ
た
「
一
部
離
島
」
や
「
旧
町
村
部
」

「
地
方
創
生
」
政
策
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な

い
重
大
な
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
部
離
島
」
や
「
旧
町
村
部
」

の
取
り
扱
い
で
あ
る
。

「
一
部
離
島
」
や
「
旧
町
村
部
」
は
、
二
つ
の
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
っ

て
い
る
。

　

第
一
は
、
よ
り
深
刻
な
人
口
減
少
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
増
田
レ

ポ
ー
ト
」
が
示
す
「
消
滅
可
能
性
都
市
リ
ス
ト
」
は
あ
く
ま
で
も
現

行
の
自
治
体
単
位
の
将
来
推
計
で
あ
る
。
表
１
は
、
二
〇
〇
〇
年
か

ら
一
〇
年
に
か
け
て
の「
二
〇
～
三
九
歳
女
性
人
口
」減
少
率
を「
平

都道府県 市町村
「平成の合併」

への対応

富山県
長野県
岐阜県
愛媛県
徳島県
奈良県
長崎県
高知県
愛媛県
愛媛県
和歌山県
静岡県
長崎県
青森県
石川県
愛媛県
岐阜県
岐阜県
兵庫県
愛媛県

利賀村
上村
高根村
別子山村
一宇村
大塔村
高島町
本川村
河辺村
関前村
花園村
水窪町
宇久町
脇野沢村
尾口村
面河村
板取村
坂内村
家島町
日吉村

合併して南砺市
合併して飯田市
合併して高山市
合併して新居浜市
合併してつるぎ町
合併して五條市
合併して長崎市
合併していの町
合併して大洲市
合併して今治市

合併してかつらぎ町
合併して浜松市
合併して佐世保市
合併してむつ市
合併して白山市

合併して久万高原町
合併して関市

合併して揖斐川町
合併して姫路市
合併して鬼北町

2000年
（人）

91
75
72
17
94
75
59
48
63
37
44

208
266
230
58
58

150
41

1,122
139

増減率
（％）
▲ 74.7
▲ 72.0
▲ 70.8
▲ 70.6
▲ 69.1
▲ 68.0
▲ 67.8
▲ 66.7
▲ 65.1
▲ 64.9
▲ 63.6
▲ 63.5
▲ 62.8
▲ 62.2
▲ 62.1
▲ 62.1
▲ 61.3
▲ 61.0
▲ 60.7
▲ 60.4

表１  20～39 歳女性人口の減少率上位20市町村
（2000年時点の市町村単位)

資料：国勢調査

20～39歳女性人口

2010年
（人）

23
21
21
5

29
24
19
16
22
13
16
76
99
87
22
22
58
16

441
55
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成
合
併
前
の
市
町
村
単
位
」
で
集
計
し
、
上
位
二
〇
市
町
村
を
一
覧

し
た
も
の
だ
が
、
表
を
見
て
ま
ず
気
が
つ
く
の
は
、
減
少
率
上
位
に

並
ぶ
の
は
す
べ
て
平
成
の
合
併
を
通
じ
て
新
自
治
体
の
一
部
と
な
っ

た「
旧
町
村
部
」だ
と
い
う
こ
と
。
そ
の
中
に
は
、
合
併
の
結
果「
一

部
離
島
」
と
な
っ
た
島
が
四
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
地
域
で
は
、
三
〇
年
後
の
将
来
推
計
で
は
な
く
直
近
一
〇
年
間
の

「
現
実
」
と
し
て
若
年
女
性
が
六
割
以
上
減
少
し
て
い
る
。

　

第
二
は
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
べ
き
役
場
の
不
在
で
あ
る
。

「
増
田
レ
ポ
ー
ト
」
が
「
選
択
と
集
中
」
を
促
す
一
方
で
、
今
回
の

「
地
方
創
生
」
政
策
に
お
い
て
は
あ
ま
ね
く
す
べ
て
の
自
治
体
に
チ

ャ
ン
ス
―
す
な
わ
ち
、「
総
合
戦
略
」
を
政
府
に
提
出
し
、
そ
の
実

践
の
た
め
の
交
付
金
を
受
け
取
る
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
現
行
の
「
自
治
体
」
が
対
象
で
あ
る
。「
一

部
離
島
」
や
「
旧
町
村
部
」
単
独
で
は
「
総
合
戦
略
」
は
提
出
で
き

な
い
し
、
交
付
金
の
交
付
対
象
に
も
な
ら
な
い
。
そ
の
取
り
扱
い
は

「
本
土
」
や
「
新
自
治
体
」
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

現
実
問
題
と
し
て
、「
一
部
離
島
」
や
「
旧
町
村
部
」
対
策
を
「
総

合
戦
略
」
に
し
っ
か
り
と
書
き
込
ん
だ
自
治
体
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た

ら
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

「
創
生
」
の
チ
ャ
ン
ス
す
ら
奪
わ
れ
た
「
一
部
離
島
」
や
「
旧
町
村

部
」
を
救
い
出
す
た
め
に
、
つ
ぶ
さ
に
津
々
浦
々
の
地
域
を
見
て
い

る
者
た
ち
か
ら
率
先
し
て
声
を
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

２
．
あ
る
べ
き
「
創
生
」
に
向
け
て
①

地
域
と
し
て
と
る
べ
き
姿
勢

　

以
上
の
よ
う
に
、「
地
方
創
生
」
政
策
は
拙
速
か
つ
中
央
集
権
的

に
推
進
さ
れ
、「
一
部
離
島
」
や
「
旧
町
村
部
」
の
存
在
を
見
落
と

す
な
ど
、
住
民
不
在
・
地
域
不
在
の
ま
ま
進
ん
で
い
る
の
が
実
状
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
地
方
創
生
」
政
策
の
問
題
点
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
本

来
あ
る
べ
き
「
創
生
」
に
向
け
て
、
こ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
取

り
組
め
ば
よ
い
の
か
。「
地
域
と
し
て
と
る
べ
き
姿
勢
」
と
「『
創
生
』

を
支
え
る
た
め
の
社
会
設
計
」
の
二
つ
の
観
点
か
ら
指
摘
を
加
え
て

み
た
い
。

（
１
）「
人
口
」
で
は
な
く
「
人
間
」
に
向
き
合
う

　

ま
ず
「
地
域
と
し
て
と
る
べ
き
姿
勢
」
を
二
点
指
摘
し
た
い
。

　

第
一
は
、
人
口
の
大
小
で
は
な
く
、
そ
こ
に
住
む
人
々
そ
れ
ぞ
れ

に
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。

「
地
方
創
生
」
は
専
ら
「
人
口
」
と
い
う
指
標
を
評
価
軸
と
し
た
政

策
で
あ
り
、
そ
の
徹
底
ぶ
り
に
か
け
て
は
過
疎
対
策
な
ど
こ
れ
ま
で

の
地
域
振
興
政
策
と
は
有
り
様
を
異
に
し
て
い
る
。「
地
方
人
口
ビ

ジ
ョ
ン
」
の
策
定
に
際
し
て
は
人
口
統
計
を
詳
細
に
分
析
し
た
う
え

で
人
口
の
将
来
展
望
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
を
示
す
よ
う
促
さ
れ

て
い
る
し
、「
総
合
戦
略
」
の
策
定
に
お
い
て
も
「
五
年
間
で
転
入
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者
数
を
○
人
増
や
し
、
転
出
者
を
○
人
減
ら
す
」
と
い
っ
た
ふ
う
に

人
口
に
つ
い
て
明
確
な
数
値
目
標
を
設
定
す
る
よ
う
促
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も「
人
口
」と
は
一
定
の
領
域
に
居
住
す
る
人
々

の
総
数
を
示
す
統
計
的
概
念
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
が
ど
の

よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
は
、
性
別
や
職
業
な
ど
統
計
的
に
把
握
で
き

る
項
目
を
除
け
ば
一
切
問
わ
れ
な
い
。

「
人
口
」で
地
域
を
切
り
取
れ
ば
、
そ
こ
に
住
む
人
々
は「
一
人
」「
二

人
」
と
い
う
数
値
で
し
か
な
く
な
る
。
し
か
し
一
人
ひ
と
り
に
目
を

配
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
・
技
術
・
能
力
・
趣
味
を

も
つ
個
性
あ
ふ
れ
る
人

間
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
は
ず
で
あ
る
。

　

私
が
以
前
住
ん
で
い

た
四
国
山
間
部
の
高
知

県
梼ゆ
す

原は
ら

町ち
ょ
うに

、
松
原
と

い
う
地
区
が
あ
る
。
林

業
の
衰
退
と
と
も
に
人

口
減
・
高
齢
化
が
進
み
、

現
在
で
は
人
口
三
〇
〇

人
を
下
回
り
、
高
齢
化

率
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト

を
超
え
る
。
し
か
し
そ

ん
な
地
区
に
も
、
簡
単

な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
や
溶
接
な
ど
な
ん
で
も
こ
な
す
エ
ン
ジ
ニ
ア
、

東
京
か
ら
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
パ
ン
職
人
、
部
屋
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
の

ひ
な
人
形
を
蒐
集
し
て
い
る
女
性
、
埋
も
れ
か
け
た
地
元
の
踊
り
を

発
掘
し
て
伝
承
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
男
性
な
ど
個
性
あ
ふ
れ
る

人
々
が
住
ん
で
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
培
っ
た
技
や
力
を
地
域
に

還
元
し
な
が
ら
、
地
域
を
支
え
て
い
る
。
私
が
把
握
し
き
れ
て
い
な

い
だ
け
で
、
三
〇
〇
人
足
ら
ず
の
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
趣
味
や

特
技
を
も
ち
、
そ
し
て
地
域
に
関
わ
り
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。

　

巷
間
で
は
人
口
が
減
少
し
人
口
密
度
が
低
く
な
っ
た
地
域
を
「
過

疎
」
と
呼
ぶ
よ
う
だ
が
、
人
口
密
度
で
な
く
住
民
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
基
準
に
据
え
る
な
ら
ば
、
松
原
地
区
に
は
「
過
密
」
と
も
言
え

る
ぐ
ら
い
の
濃
密
か
つ
強
固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
り
、
そ
の
中
で

三
〇
〇
人
足
ら
ず
の
住
民
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
活
か

し
な
が
ら
豊
か
な
人
間
関
係
を
育
ん
で
い
る
。
し
か
し
、「
人
口
」

で
地
域
を
切
り
取
っ
た
途
端
に
、
そ
こ
に
住
む
人
々
は
「
一
人
」「
二

人
」
と
い
う
数
字
で
し
か
な
く
な
り
、
松
原
地
区
は
人
口
三
〇
〇
人

足
ら
ず
の
「
過
疎
」
に
苛
ま
れ
る
寒
村
と
な
る
。

「
地
域
づ
く
り
」
の
目
的
を
問
わ
れ
る
と
、
決
ま
っ
て
私
は
こ
う
答

え
る
。
そ
こ
に
住
む
人
々
が
役
割
を
発
揮
し
、
存
在
を
認
め
ら
れ
る

場
づ
く
り
で
あ
る
と
。
結
果
と
し
て
お
金
を
稼
い
だ
り
雇
用
を
増
や

し
た
り
で
き
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く

ま
で
も
副
次
的
な
効
果
に
す
ぎ
な
い
。
住
民
一
人
ひ
と
り
が
、
自
ら

飛島（山形県酒田市）。緑のふるさと協力隊の現役隊員とOBが
大漁旗を振り、太鼓を打ち鳴らして定期船を迎える。
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の
個
性
や
能
力
を
生
か
せ
る
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
地
域
の
中
で
得

ら
れ
る
こ
と
。
自
分
が
多
少
な
り
と
も
地
域
の
中
で
役
に
立
っ
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
こ

そ
が
「
地
域
づ
く
り
」
の
根
本
的
な
目
標
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
地
域
づ
く
り
」
は
究
極
の
人
口
減
少
対
策
で
も
あ
る
。
地
域
の
中

に
居
場
所
が
あ
り
、
自
ら
の
存
在
が
認
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
感

は
、
自
信
を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、
自
ら
を
認
知
す
る
地
域
に
対

す
る
愛
着
と
誇
り
を
醸
成
す
る
。
そ
し
て
、
愛
着
や
誇
り
を
感
じ
る

地
域
か
ら
は
、
人
は
そ
う
簡
単
に
は
出
て
行
こ
う
と
は
し
な
い
は
ず

で
あ
る
。

（
２
）�「
田
園
回
帰
」志
向
の
若
者
に
向
き
合
い
、そ
の
心
を
受
け
止
め
る

　

第
二
は
、「
田
園
回
帰
」
志
向
の
若
者
の
「
心
」
を
し
っ
か
り
と

受
け
止
め
、
移
住
・
定
住
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　

内
閣
府
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
農
山
漁
村
へ
の
定
住
願
望
を
も
つ
都

市
住
民
の
割
合
は
二
〇
〇
五
年
比
で
大
幅
に
増
え
て
お
り
（
二
〇
〇
五

年
：
二
〇
・
六
％�

→�

二
〇
一
四
年
：
三
一
・
六
％
）、
そ
の
伸
び
は
若
年
層

―
─
三
〇
～
四
〇
歳
代
の
子
育
て
世
代
で
顕
著
で
あ
る
。
こ
う
し
た

若
年
層
を
中
心
と
し
た
農
山
漁
村
へ
の
定
住
志
向
の
高
ま
り
は
「
田

園
回
帰
」
志
向
と
し
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

問
題
は
、
こ
う
し
た
「
田
園
回
帰
」
志
向
の
若
者
を
地
域
が
受
け

止
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
現
実
に
は
多
く
の
地
域
で
若
者
を

中
心
と
し
た
人
口
流
出
が
い
ま
だ
続
い
て
お
り
、「
田
園
回
帰
」
志

向
の
受
け
皿
と
な
っ
て
若
年
層
の
人
口
流
入
を
実
現
し
て
い
る
地
域

は
少
な
い
。

　

し
か
し
、
少
数
な
が
ら
も
い
く
つ
か
の
自
治
体
で
は「
田
園
回
帰
」

志
向
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
若
年
層
を
中
心
に
移
住
者
を
増
や

し
て
い
る
。
離
島
部
で
は
本
特
集
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
島
根
県
海
士

町
の
ほ
か
長
崎
県
小お

値ぢ

賀か

町
が
該
当
す
る
。
両
自
治
体
で
は
、
若
年

層
の
流
入
が
統
計
的
に
も
確
認
さ
れ
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
海
士
町
や
小
値
賀
町
な
ど
「
田
園
回
帰
」
志
向

の
若
者
の
受
け
入
れ
に
成
功
し
た
自
治
体
の
い
く
つ
か
に
足
を
運
ん

で
き
た
が
、
訪
問
し
た
自
治
体
に
共
通
し
て
確
認
で
き
た
点
が
二
つ

あ
る
。

　

一
つ
目
は
、
住
宅
・
雇
用
対
策
な
ど
移
住
支
援
に
早
期
か
ら
取
り

組
ん
で
き
た
点
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
本
質
的
な
要
素
で
は
な
い
。

こ
こ
を
勘
違
い
す
る
と
、
移
住
者
へ
の
支
援
策
や
優
遇
策
を
充
実
さ

せ
れ
ば
若
者
が
や
っ
て
く
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
た
し
か
に
移

住
者
へ
の
支
援
策
や
優
遇
策
は
、
移
住
希
望
者
が
そ
の
地
域
に
目
を

向
け
る
き
っ
か
け
に
は
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
定
着
に
結
び
つ
く

か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
「
就
職
活
動
」（
会
社
に
と
っ
て
み
れ
ば
「
採
用
活
動
」）
に
置

き
換
え
れ
ば
よ
く
わ
か
る
は
ず
だ
。
初
任
給
が
少
々
高
く
て
も
、
そ

こ
に
勤
め
る
社
員
が
「
こ
ん
な
会
社
、
い
つ
ま
で
存
続
す
る
か
わ
か

ら
な
い
よ
」「
こ
ん
な
会
社
に
来
た
っ
て
、
な
に
も
す
る
こ
と
な
ん

か
な
い
よ
」
な
ど
と
こ
ぼ
す
会
社
に
、
優
秀
な
若
者
は
集
ま
ら
な
い
。
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そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
次
の
二
点
目
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
首
長
や

自
治
体
職
員
を
は
じ
め
住
民
た
ち
が
、
愛
す
る
地
域
の
将
来
を
切
り

拓
こ
う
と
懸
命
に
取
り
組
み
、
そ
れ
を
外
か
ら
来
た
人
間
に
も
熱
意

を
も
っ
て
語
り
、
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
田
園
回
帰
」
志
向
の
高
ま
り
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
労
働
市
場

の
変
化
（
非
正
規
雇
用
の
増
加
、
終
身
雇
用
制
度
・
年
功
序
列
賃
金
の
弛
緩
）や

家
族
形
態
の
変
化
（
未
婚
・
晩
婚
化
）
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
当

た
り
前
と
さ
れ
て
き
た

「
就
職
し
て
安
定
的
な

所
得
を
確
保
し
、
結
婚

し
て
家
族
を
持
ち
…
」

と
い
う
〝
生
き
方
〟
が

決
し
て
当
た
り
前
で
は

な
く
な
っ
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
こ
れ
か
ら
の

若
者
は
多
様
な
生
き
方

を
自
ら
つ
く
り
出
す
こ

と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
社
会
情
勢
の

変
化
を
前
向
き
に
捉
え
、

自
ら
の
生
き
方
を
つ
く

り
出
す
場
と
し
て
農
山

漁
村
を
志
向
す
る
若
者
が
増
え
て
お
り
、
こ
れ
が
「
田
園
回
帰
」
の

潮
流
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
あ
る
な
ら
ば
、
自
ら
の〝
生
き
方
〟を
つ
く
り
出
す
場
と
し
て
農

山
漁
村
を
志
向
す
る
若
者
た
ち
は
、
住
民
が「
こ
ん
な
町
」「
こ
ん
な

村
」「
こ
ん
な
島
」
な
ど
と
自
ら
の
地
域
を
卑
下
し
、
地
域
の
将
来
を

切
り
拓
く
意
欲
を
失
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
よ
う
と
す
る
だ

ろ
う
か
。
い
や
、「
わ
が
町
」「
わ
が
村
」「
わ
が
島
」
と
し
て
住
民
が

地
域
を
愛
し
、
次
の
世
代
に
地
域
を
よ
り
よ
い
形
で
受
け
継
ご
う
と

努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
若
者
は
共
感
を
抱
き
、
吸
い
寄
せ
ら
れ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

　

す
な
わ
ち
、「
田
園
回
帰
」
を
志
向
す
る
若
者
の
「
心
」
を
つ
か
み
、

定
住
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
、
移
住
者
へ
の
優
遇
策
を
競
う
の
で

は
な
く
、
ま
ず
住
民
自
身
が
地
域
を
愛
し
、
地
域
を
丁
寧
に
磨
く
こ

と
。
そ
し
て
地
域
の
将
来
像
を
住
民
ど
う
し
で
共
有
し
、
そ
れ
を
若

者
に
語
り
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
迂
遠
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
が
「
田
園
回
帰
」
を
受
け
止
め
る
た
め
の
王
道
で
あ
る
。

３
．
あ
る
べ
き
「
創
生
」
に
向
け
て
②　

「
創
生
」
を
支
え
る
た
め
の
社
会
設
計

（
１
）「
多
業
」
を
前
提
と
し
た
雇
用
対
策

　

つ
づ
い
て
、「
創
生
」
を
支
え
る
た
め
の
社
会
設
計
と
し
て
二
点

示
し
た
い
。

　

そ
の
第
一
は
、「
多
業
」
を
前
提
と
し
た
雇
用
対
策
で
あ
る
。

硫黄島（鹿児島県三島村）の音楽祭。村長が歌い、若者たちがジャ
ンベを打ち鳴らし、そして踊る。
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「
多
業
」
と
は
、
国
交
省
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
一
つ
の
仕
事
の
み

に
従
事
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
複
数
の
仕
事
に
携
わ
る
働
き
方

を
指
す
も
の
」、
言
い
換
え
れ
ば
、
副
業
的
雇
用
（
パ
ー
ト
雇
用
や
季

節
雇
用
）
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
生
計
を
立
て
て
い
る
状
態
の
こ
と

で
あ
る
。

「
多
業
」
と
は
い
か
に
も
新
し
い
概
念
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
元
来
、

離
島
の
暮
ら
し
は
「
多
業
」
を
前
提
に
成
り
立
っ
て
き
た
。
そ
も
そ

も
離
島
の
多
く
は
半
農
半
漁
で
暮
ら
し
て
き
た
し
、
日
常
生
活
上
必

需
な
サ
ー
ビ
ス
を
住
民
そ
れ
ぞ
れ
が
兼
業
で
手
分
け
し
て
担
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
港
の
荷
役
を
住
民
総

出
で
行
っ
て
い
る
離
島
は
少
な
く
な
い
し
、
た
と
え
ば
ト
カ
ラ
列
島

（
鹿
児
島
県
十
島
村
）
で
は
発
電
所
の
管
理
を
住
民
が
三
交
代
制
で
担

っ
て
い
た
り
も
す
る
。「
多
業
」
を
前
提
と
し
た
雇
用
対
策
は
、
こ

う
し
た
離
島
の
実
態
に
即
し
た
雇
用
創
出
策
で
あ
る
。

　

農
山
漁
村
─
─
と
り
わ
け
離
島
に
お
い
て
専
業
的
雇
用
（
通
年
・

フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
）
を
つ
く
り
出
す
余
地
は
限
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
現
在
全
国
で
進
め
ら
れ
て
い
る
雇
用
創
出
策
は
、
専
業
的

雇
用
の
創
出
に
こ
だ
わ
り
、
結
果
と
し
て
そ
の
成
果
は
ご
く
限
定
的

で
あ
る
。「
多
業
」
を
前
提
と
し
た
雇
用
対
策
は
、
専
業
的
雇
用
の

創
出
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
副
業
的
雇
用
の
創
出
を
目
指
す
。

　

離
島
で
は
、
島
の
産
業
や
住
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
に
不
可

欠
な
仕
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
業
的
雇
用
を
抱
え
る
ほ
ど

の
需
要
量
は
な
く
、
副
業
的
雇
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
職
種
が
少
な

く
な
い
。
そ
う
し
た
職
種
で
は
人
手
─
─
特
に
後
継
者
の
確
保
が
難

し
く
、
住
民
の
暮
ら
し
に
不
可
欠
な
サ
ー
ビ
ス
が
維
持
で
き
な
く
な

っ
た
り
、
農
業
や
漁
業
な
ど
で
は
生
産
規
模
を
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な

い
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
最
近
で
は
住
職
不
在
の
「
空
き

寺
」
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。「
空
き
寺
」
が
増
加
す
れ
ば
、

島
で
故
人
を
見
送
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。「
多
業
」
を
前
提
と

し
た
雇
用
対
策
は
、
こ
う
し
た
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消
を
通
じ
て
、
島

内
に
新
た
な
雇
用
を
創
出
し
、
島
人
の
暮
ら
し
に
不
可
欠
な
生
活
サ

ー
ビ
ス
の
維
持
存
続
に
も
寄
与
す
る
。

　

具
体
的
な
対
策
と
し
て
は
、
①
地
域
内
の
多
様
な
副
業
的
雇
用
を

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
仕
組
み
づ
く
り
、
②
「
多
業
」
に
対
応
で
き

る
多
能
工
の
育
成
、
③
副
業
的
雇
用
の
普
及
に
対
応
し
た
社
会
制
度

の
設
計
（
特
に
社
会
保
険
制
度
）
が
検
討
さ
れ
る
。

青ヶ島（東京都青ヶ島村）の三宝港にて。
駐在する警察官も住民の1人として荷役作
業を手伝う。
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（
２
）「
支
出
対
策
」
の
必
要
性

　

第
二
に
、「
収
入
対
策
（
所
得
確
保
策
）」
ば
か
り
で
な
く
、
あ
わ
せ

て
「
支
出
対
策
（
支
出
軽
減
策
）」
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

個
々
の
家
計
に
ブ
レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
す
れ
ば
、
経
済
面
で
暮
ら
し
の

持
続
性
を
担
保
す
る
の
は
「
収
入
と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
」
で
あ
る
。

読
者
の
皆
様
も
、
自
身
の
生
活
に
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
収
支
の
バ

ラ
ン
ス
を
意
識
し
な
が
ら
生
計
を
立
て
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
こ
れ
ま
で
の
経
済
活
性
化
策
は
収
入
面
か

ら
の
対
策
（
特
産
品
の
開
発
や
工
場
誘
致
を
は
じ
め
と
し
た
産
業
振
興
や
そ
れ

を
通
じ
た
雇
用
創
出
・
所

得
向
上
策
）
に
偏
り
、
支

出
面
か
ら
の
対
策
（
支

出
軽
減
策
）
に
は
消
極

的
だ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
支
出
面

か
ら
の
対
策
と
し
て
二

つ
を
指
摘
し
た
い
。

　

第
一
は
公
共
交
通
に

対
す
る
公
的
支
援
の
充

実
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

公
共
交
通
は
独
立
採
算

を
原
則
と
し
、
運
営
補

助
は
例
外
的
な
措
置
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
公
共
交
通
が
独

立
採
算
で
成
立
し
え
た
の
は
、
①
経
済
の
イ
ン
フ
レ
基
調
が
続
き
、

初
期
投
資
の
回
収
見
込
み
が
立
て
や
す
か
っ
た
、
②
人
口
増
加
局
面

に
あ
っ
て
需
要
の
長
期
的
拡
大
が
見
込
め
た
、
と
い
う
二
つ
の
成
立

要
因
が
重
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
現
在
で
は
そ
の
い
ず
れ
も
失
わ
れ

て
い
る
。
デ
フ
レ
基
調
か
つ
人
口
減
少
局
面
の
社
会
に
お
い
て
は
原

則
と
し
て
公
共
交
通
の
独
立
採
算
は
不
可
能
と
考
え
、「
公
共
交
通

の
独
立
採
算
制
神
話
」
は
捨
て
去
る
べ
き
で
あ
る
。

　

今
な
お
残
る
「
公
共
交
通
の
独
立
採
算
制
神
話
」
の
悪
影
響
を
最

も
被
っ
て
い
る
の
が
離
島
で
あ
る
。
時
間
距
離
だ
け
で
な
く
交
通
コ

ス
ト
（
航
路
や
航
空
便
の
運
賃
・
輸
送
費
）
の
高
さ
が
本
土
と
の
距
離
を

遠
ざ
け
、
住
民
の
機
会
損
失
や
生
活
費
の
負
担
増
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
時
間
距
離
の
短
縮
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
交
通
コ
ス
ト

の
縮
小
は
、「
独
立
採
算
制
神
話
」
を
捨
て
て
「
支
出
対
策
」
の
一

環
と
し
て
取
り
組
め
ば
、
す
ぐ
に
で
も
大
き
な
成
果
が
見
込
め
る
は

ず
で
あ
る
。「
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
（
本
土
と
の
生
活
条
件
の
同
一

化
）」
の
観
点
か
ら
も
、
航
路
や
航
空
便
に
対
す
る
公
的
支
援
を
よ

り
積
極
的
に
認
め
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

第
二
は
、
教
育
費
に
対
す
る
公
的
支
出
の
拡
大
で
あ
る
。

　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
教
育
機
関
へ
の
公
的
支
出
の
割
合
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
諸
国
中
で
日
本
が
最
下
位
、
高
等
教
育
に
係
る

支
出
に
占
め
る
公
的
負
担
の
割
合
も
ワ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
そ

の
分
、
日
本
で
は
教
育
に
関
し
て
多
く
を
家
庭
に
委
ね
て
い
る
。

悪石島（鹿児島県十島村）の発電所。九州電力から委託を受け
た住民が3交代制で管理している。
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そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
が
都
市
・
農
山
漁
村
間
の
教
育

費
負
担
の
格
差
で
あ
る
。
都
市
部
で
は
大
学
や
専
門
学
校
で
も
自
宅

か
ら
の
通
学
が
可
能
だ
が
、
農
山
漁
村
に
お
い
て
は
自
宅
か
ら
通
え

る
方
が
珍
し
い
し
、
特
に
離
島
で
は
高
校
進
学
時
か
ら
下
宿
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
農
山
漁
村
―
─
と

り
わ
け
離
島
に
お
い
て
は
、
都
市
部
に
比
べ
て
所
得
水
準
が
低
い
う

え
に
都
市
部
よ
り
も
（
仕
送
り
な
ど
を
含
め
た
）
教
育
費
負
担
が
大
き

い
と
い
う
、
二
重
の
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
社
会
的
矛
盾
と
言
わ
ず
し
て
な
ん
と
言
お
う
か
。

　

結
果
と
し
て
大
学
進
学
率
の
都
市
と
の
格
差
は
近
年
拡
大
の
一
途

を
た
ど
っ
て
い
る
し
、
農
山
漁
村
に
赴
い
て
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
の

は
、
子
ど
も
の
教
育
機
会
や
教
育
費
負
担
を
考
え
て
子
育
て
世
代
が

都
市
部
に
転
居
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
統
計
的
に
確
認
で
き
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
子
ど
も
の
教
育
機
会
や
教
育
費
負
担
を
理
由

に
都
市
部
で
の
居
住
や
就
労
を
志
向
す
る
若
年
層
は
決
し
て
少
な
く

な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
自
ら
の
居
住
地
の
選
択
が
子
ど
も
の
将

来
を
左
右
し
か
ね
な
い
と
な
れ
ば
、
農
山
漁
村
や
離
島
へ
の
Ｕ
・
Ｉ

タ
ー
ン
も
躊
躇
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

次
の
世
代
が
そ
の
生
ま
れ
た
境
遇
に
関
わ
ら
ず
自
ら
の
可
能
性
を

切
り
拓
け
る
環
境
づ
く
り
は
、
教
育
政
策
の
根
幹
と
も
い
え
る
要
素

で
も
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
生
ま
れ
や
居
住
地
の
違
い
が
教
育
機

会
の
格
差
を
生
ん
で
い
る
現
状
に
照
ら
し
て
、
方
針
の
抜
本
的
な
転

換
が
必
要
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

「
消
滅
可
能
性
都
市
」
と
い
う
が
、
人
口
が
減
少
し
た
か
ら
と
い
っ

て
地
域
や
自
治
体
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
治
体
が
消
滅
す

る
の
は
、
住
民
が
地
域
や
自
治
体
と
し
て
の
存
続
を
あ
き
ら
め
た
と

き
で
あ
る
。
現
に
「
平
成
の
合
併
」
に
際
し
て
は
多
く
の
自
治
体
が

財
政
的
困
窮
か
ら
そ
の
存
続
を
あ
き
ら
め
、
結
果
と
し
て
一
五
〇
〇

を
超
え
る
「
自
治
体
」
が
消
滅
し
た
（
も
ち
ろ
ん
地
域
が
消
滅
し
た
わ
け

で
は
な
い
）。

　

今
年
度
、
早
稲
田
大
学
で
「
農
村
問
題
」
の
講
義
を
担
当
し
た
が
、

講
義
を
受
け
た
学
生
か
ら
、「
先
生
が
考
え
る
《
農
村
の
価
値
》
と

は
何
か
」
と
問
わ
れ
た
。

　

私
は
こ
う
答
え
た
。「
自
然
は
人
の
手
が
加
わ
っ
て
農
村
と
な
る
。

農
村
が
農
村
た
る
所
以
は
そ
こ
に
人
が
住
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
そ
し

て
住
も
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
私
が
農
村
を
素
晴
ら
し
い
と
思
う

の
は
、
そ
こ
に
住
ま
う
人
々
が
、
地
域
を
次
の
世
代
に
受
け
渡
そ
う

と
す
る
た
め
に
営
為
を
積
み
重
ね
て
き
た
、
そ
の
積
み
重
ね
が
い
ま

の
農
村
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
。

　

そ
し
て
、
昨
年
個
人
的
に
訪
れ
た
ト
カ
ラ
列
島
の
生
活
を
紹
介
し

た
。

　

訪
れ
た
悪あ
く

石せ
き

島じ
ま

で
私
が
見
た
も
の
は
、
島
の
生
活
を
支
え
伝
統
を

継
承
す
る
た
め
に
、
島
ぐ
る
み
で
奮
闘
す
る
住
民
の
姿
だ
っ
た
。

　

先
に
も
触
れ
た
が
、
役
場
も
な
く
一
般
的
な
店
舗
も
な
い
そ
の
島
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そ
の
民
宿
で
は
、
た
ま
た
ま
本
土
に
あ
る
役
場
か
ら
出
張
し
て
き

た
職
員
と
同
宿
し
た
。
と
も
に
夕
食
を
囲
ん
だ
際
に
、
彼
は
訥
々
と

こ
う
語
り
か
け
た
。

「
現
在
、
ト
カ
ラ
列
島
に
は
七
つ
の
有
人
島
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
昔

は
も
う
一
つ
臥が

蛇じ
ゃ

島じ
ま

と
い
う
有
人
島
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
次
第

に
人
が
減
っ
て
島
の
生
活
基
盤
が
維
持
で
き
な
く
な
り
、
つ
い
に
は

集
団
離
島
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
す
。
あ
の
よ
う
な
こ
と
だ
け
は

繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
、そ
の
思
い
で
日
々
仕
事
を
し
て
い
ま
す
」

「
地
方
創
生
」
と
い
う
が
、
地
域
は
「
創
生
」
せ
ず
と
も
現
に
そ
こ

に
あ
り
、
脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
。
自
ら
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な

い
対
象
と
し
て
地
域
を
支
え
、
次
の
世
代
に
受
け
継
い
で
い
こ
う
と

す
る
人
び
と
が
そ
こ
に
い
る
限
り
、
地
域
は
簡
単
に
消
え
な
い
し
消

せ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
地
方
消
滅
」
な
ど
と
い
う
言

葉
を
前
に
、
決
し
て
あ
き
ら
め

な
い
で
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
島
を
愛
し
、
島

を
磨
き
、
そ
の
思
い
を
次
世
代

を
担
う
島
内
外
の
若
者
た
ち
に

伝
え
て
ほ
し
い
。
そ
う
や
っ
て
、

島
は
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
の
だ

か
ら
。�
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で
は
、
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
住
民
が
何
か
ら
何
ま
で
こ
な
す
必

要
が
あ
る
。
島
内
の
出
張
所
に
は
役
場
の
委
託
を
受
け
た
住
民
が
一

人
詰
め
る
の
み
。
水
道
施
設
を
管
理
す
る
の
も
発
電
所
を
三
交
代
制

で
運
用
す
る
の
も
港
で
荷
役
作
業
を
行
う
の
も
す
べ
て
住
民
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ト
カ
ラ
列
島
は
祭
事
を
ひ
と
き
わ
大
事
に
し
て
い
る
地
域

で
も
あ
る
。
祭
り
を
簡
略
・
省
略
す
る
地
域
が
多
い
中
、
こ
こ
で
は

昔
か
ら
伝
わ
る
祭
事
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
。
正
月
だ
け
で
年
に

三
回
祝
う
し
、
夏
の
ボ
ゼ
祭
り
は
全
国
的
に
も
著
名
で
あ
る
。

　

私
が
訪
問
し
た
日
も
ち
ょ
う
ど
「
ヒ
チ
ゲ
ー
」
と
い
う
行
事
が
行

わ
れ
る
日
に
あ
た
っ
て
お
り
、
民
宿
の
女
将
さ
ん
か
ら
は
「
神
様
が

歩
い
て
い
る
か
ら
、
夜
は
絶
対
に
外
に
出
て
は
い
け
な
い
し
、
窓
の

外
を
覗
い
て
も
い
け
な
い
」
と
厳
命
さ
れ
た
し
、
明
け
方
に
は
宿
の

ご
主
人
を
は
じ
め
男
衆
が
海
に
出
か
け
、
神
事
（
ど
の
よ
う
な
祭
り
か

は
女
将
さ
ん
に
も
よ
く
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
そ
う
だ
）
を
行
っ
た
ら
し
い
。

悪石島にて。「ヒチゲー」の期間中は、
神様に会わないように、クワズイモの
葉にトベラギを添えたものを対にして
玄関に供える。




