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ト
カ
ラ
最
南
端
で
島
唯
一
の
法
人
を
設
立

　

宝
島
は
、
鹿
児
島
県
の
屋
久
島
と
奄
美
大
島
の
間
に
広
が
る
十と

島し
ま

村む
ら

（
ト
カ
ラ
列
島
）
の
最
南
端
に
あ
り
ま
す
。
鹿
児
島
市
か
ら
ト
カ
ラ

列
島
の
島
々
を
経
由
し
て
奄
美
大
島
ま
で「
フ
ェ
リ
ー
と
し
ま
２
」が

週
二
往
復
、
運
航
し
て
お
り
、
宝
島
へ
は
鹿
児
島
か
ら
は
約
一
三
時

間
、
奄
美
大
島
か
ら
は
約
三
時
間
か
か
り
ま
す
。
港
に
着
く
と
海
底

都
市
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
大
き
な
壁
画
が
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
島
に

警
察
や
病
院
は
も
ち
ろ
ん
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
が
、
サ
ン
ゴ

礁
に
囲
ま
れ
、
海
は
も
ち
ろ
ん
す
ば
ら
し
く
綺
麗
で
、
人
も
お
お
ら

か
で
住
み
や
す
い
場
所
で
す
。

「
島
の
特
色
を
生
か
し
、
か
つ
他
に
は
な
い
も
の
を
つ
く
り
た
い
」

　

そ
ん
な
話
を
島
の
夜
の
集
ま
り
（
飲
み
会
）
で
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

住
民
の
方
か
ら
「
一
〇
〇
年
く
ら
い
前
、
島
で
は
糸
芭
蕉
か
ら
芭ば
し
ょ
う蕉

布ふ

が
織
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
移
住
者
で
あ
る

本ほ
ん

名み
ょ
う夫
妻
と
私
た
ち
夫
婦
が
興
味
を
持
ち
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
住

民
へ
の
聞
き
取
り
を
始
め
ま
し
た
。
単
な
る
興
味
を
超
え
て
活
動
の

幅
を
広
げ
よ
う
と
、
宝
島
自
治
会
に
企
画
書
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
が
認
め
ら
れ
、
二
〇
一
四
年
に
住
民
有
志
一
〇
名
ほ
ど
が
自
治

会
の
「
バ
ナ
ナ
フ
ァ
イ
バ
ー
事
業
部
」
と
し
て
活
動
を
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
総
務
省
の
過
疎
地
域
等
自
立
活
性
化
推
進
交
付
金
を
活
用

し
、
収
穫
後
の
島
バ
ナ
ナ
の
木
か
ら
繊
維
を
抽
出
、
古
く
か
ら
南
西

諸
島
に
伝
わ
る
伝
統
的
な
芭
蕉
布
の
技
術
を
応
用
し
、「
宝
島
バ
ナ

ナ
フ
ァ
イ
バ
ー
」
を
開
発
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
翌
年
一
月
、
中
心
メ
ン
バ
ー
四
人
が
自
治
会
か
ら
独
立
、

島
唯
一
の
法
人
と
し
て
一
般
社
団
法
人
宝
島
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

世
界
で
バ
ナ
ナ
の
繊
維
を
活
用
し
て
い
る
地
域
は
ほ
か
に
も
あ
り
ま

す
が
、
良
質
の
糸
に
す
る
の
が
難
し
く
、
一
度
は
諦
め
か
け
ま
し
た
。

宝　島
（鹿児島県十島村）

宝島：トカラ列島の有人島で最南端
にある亜熱帯植物とサンゴ礁の島。
面積7.07km2、周囲12.1km、人口114
人（令和2年2月末現在）。海賊キッド
が財宝を隠した島ともいわれる。先
史時代から南北交流の地だった。畜
産や島バナナ栽培、水産加工などが
盛んで人口が増えている。

一
般
社
団
法
人 

宝
島

一
般
社
団
法
人
宝
島�

代
表　

竹
内　

功

バ
ナ
ナ
フ
ァ
イ
バ
ー
と
地
魚
加
工

──
商
品
開
発
で
魅
力
を
発
信

十島村
トカラ列島

口之島
平島

鹿児島

宝島 小宝島
悪石島

奄美大島

中之島
諏訪之瀬島

50km

宝島

前籠漁港

1km
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し
か
し
、
こ
の
年
に
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
目
標
額
を
達
成

し
た
こ
と
も
あ
り
、
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
て
バ
ナ
ナ
フ
ァ
イ
バ
ー
の

商
品
化
に
成
功
し
ま
し
た
。

バ
ナ
ナ
フ
ァ
イ
バ
ー
事
業
──
島
の
技
術
で
商
品
化

　

宝
島
で
は
自
生
し
て
い
る
糸
芭
蕉
の
ほ
か
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
島

バ
ナ
ナ
畑
が
あ
り
、

小
規
模
な
が
ら
高

齢
者
を
中
心
に
栽

培
が
盛
ん
で
す
。

島
バ
ナ
ナ
は
輸
入

バ
ナ
ナ
よ
り
酸
味

が
あ
り
、
す
っ
き

特集　島を元気にする組織・Ⅵ

り
と
し
た
味
わ
い
で
、
そ
の
ま
ま
食
べ
て
も
、
甘
味
が
増
す
よ
う
に

凍
ら
せ
て
ジ
ュ
ー
ス
に
し
て
も
美
味
し
く
い
た
だ
け
ま
す
。
本
名
夫

妻
は
島
バ
ナ
ナ
を
「
バ
ナ
ナ
コ
ン
フ
ィ
チ
ュ
ー
ル
（
ジ
ャ
ム
）」
や
「
バ

ナ
ナ
カ
レ
ー
」
に
加
工
し
、
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
商
品
と
し
て
全
国
へ
と

出
荷
し
て
い
ま
す
。

　

バ
ナ
ナ
は
一
本
の
幹
か
ら
一
度
し
か
実
が
採
れ
な
い
の
で
、
あ
と

か
ら
成
長
し
て
く
る
子
株
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
収
穫
後
は
切
り

倒
し
ま
す
。
こ
う
し
て
倒
し
た
幹
や
、
自
生
し
て
い
る
糸
芭
蕉
の
幹

を
繊
維
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
繊
維
（
バ
ナ
ナ
フ
ァ
イ
バ
ー
）
を
オ
ー

ガ
ニ
ッ
ク
コ
ッ
ト
ン
と
混
ぜ
、
紡
績
糸
を
つ
く
り
ま
す
。
自
然
由
来

の
顔
料
を
用
い
、
お
も
に
ベ
ン
ガ
ラ
染
め（
土
を
原
料
と
す
る
染
色
技
法
）

で
、
小
物
や
帽
子
な
ど
を
製
作
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昔
は
大
島
紬

の
織
り
手
の
島
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
な
お
残
る
高
齢
者
の
手
仕

事
の
技
術
を
活
か
し
、
帯
に

糸
を
織
り
込
ん
で
世
代
を
超

え
た
布
づ
く
り
の
技
術
伝
承

を
す
す
め
て
い
ま
す
。
現
在

は
、
首
都
圏
で
の
展
示
会
へ

の
出
店
を
続
け
な
が
ら
販
路

拡
大
を
図
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
来
島
し
た
観
光
客
の

方
に
は
、
機
織
り
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
や
染
色
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

定期船で宝島港に着くと迫力ある壁画が一面に広がる。

島内では島バナナが多く育てられている。
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産
品
と
し
て
鹿
児
島
県
内
外
に
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

毎
年
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
ト
ビ
ウ
オ
が
産
卵
の
た
め

群
れ
で
港
に
入
っ
て
き
ま
す
。
子
ど
も
で
も
懐
中
電
灯
と

タ
モ（
網
）さ
え
あ
れ
ば
晩
の
お
か
ず
を
獲
る
こ
と
が
で
き

る
こ
の
時
期
は
、
毎
日
港
に
行
き
確
認
を
し
ま
す
。
ト
ビ

ウ
オ
が
入
っ
て
い
れ
ば
住
民
総
出
で
、
タ
モ
で
す
く
っ
た

り
、
刺
し
網
を
掛
け
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
捕
れ
た
ト
ビ
ウ

オ
は
共
同
で
捌
い
て
、
強
く
塩
を
利
か
せ
て
塩
干
を
つ
く

り
出
荷
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
三
十
年
の
間
で
食
生
活

の
変
化
な
ど
に
よ
り
あ
ま
り
売
れ
な
く
な
り
、
今
で
は
ほ

と
ん
ど
出
荷
す
る
人
が
い
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
移
住
当
初
か
ら
漁
師
さ
ん
に
弟
子
入
り
し
て
ト
ビ

ウ
オ
漁
を
し
て
い
た
の
で
、
一
般
社
団
法
人
と
し
て
は
ト

ビ
ウ
オ
の
加
工
か
ら
は
じ
め
、
徐
々
に
旬
の
魚
、
例
え
ば

沖
サ
ワ
ラ
や
島
カ
ツ
オ
な
ど
を
低
温
で
ス
モ
ー
ク
し
、
魚
の
生
ハ
ム

や
、
刺
身
の
燻
製
を
製
造
、
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

小
さ
な
島
な
の
で
水
揚
げ
量
は
少
な
い
で
す
が
、
県
の
補
助
を
使

っ
て
村
が
整
備
し
て
い
た
液
体
急
速
冷
凍
機
を
活
用
し
て
獲
れ
た
て

の
鮮
度
を
保
ち
、
商
品
化
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
現
在
は「
は

な
み
丸
商
店
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
、
定
期
船
な
ど
十
島
村
関
係
の

場
所
や
、
奄
美
大
島
や
首
都
圏
の
飲
食
店
な
ど
に
出
荷
し
て
お
り
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
も
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
島
に
は
魚
屋
が
な
く
、
新
鮮
な
魚
を
食
べ
る
に
は
自

分
で
釣
る
か
、
漁
師
さ
ん
か
ら
丸
ご
と
一
匹
手
に
入
れ
、
捌
い
て
食

開発したバナナファイバーを用いた帯や小物。

　

生
産
が
島
内
で
完
結
し
、
そ
の
過
程
が
透
明
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
離
島
の
ハ
ン
デ
を
逆
手
に
と
っ
た
特
長
に
な
り
ま
す
。
今
後
は

ア
パ
レ
ル
ブ
ラ
ン
ド
「
バ
ナ
ナ
イ
ロ
」
と
し
て
、
島
に
あ
る
も
の
を

使
っ
た
エ
シ
カ
ル
な
（
生
産
か
ら
消
費
ま
で
が
倫
理
・
道
徳
的
に
行
な
わ
れ

る
）
こ
の
取
り
組
み
を
広
く
世
界
に
売
り
出
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

水
産
加
工
事
業
──
島
内
外
に
販
売

　

一
般
社
団
法
人
宝
島
で
は
水
産
加
工
事
業
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
昔
か
ら
ト
カ
ラ
列
島
で
は
ト
ビ
ウ
オ
漁
が
盛
ん
で
、
塩
干
が
特
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も
や
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

本
名
夫
妻
は
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
の
開
発
販
売
、
私
た
ち
夫
婦
は
島

ラ
ッ
キ
ョ
ウ
や
島
バ
ナ
ナ
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ
栽
培
な
ど
の
農

作
業
も
忙
し
く
、
メ
ン
バ
ー
は
会
社
の
仕
事
の
ほ
か
に
、
子
育
て
や

個
々
人
の
仕
事
を
し
て
い
る
状
況
で
す
。「
そ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
や

っ
て
大
丈
夫
か
？
」
と
心
配
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
自
宅
か

ら
職
場
は
歩
い
て
す
ぐ
で
、
毎
日
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
よ
う
な
仕

事
は
少
な
い
の
で
、
精
神
的
な
負
担
は
少
な
く
、
忙
し
く
し
な
が
ら

も
、
の
ん
び
り
と
し
た
島
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
一
同

「
自
分
で
出
来
る
こ
と
、
島
の
た
め
に
な
る
こ
と
は
、
ど
ん
ど
ん
楽

し
み
な
が
ら
や
る
」
と
い
う
気
持
ち
で
日
々
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

島
人
と
行
政
の
手
厚
い
サ
ポ
ー
ト

　

私
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
活
動
を
続
け
ら
れ
る
の
は
、
移
住
者
に
対

す
る
島
人
の
懐
の
深
さ
、
そ
し
て
十
島
村
の
移
住
対
策
の
手
厚
さ
の

お
か
げ
で
す
。

　

バ
ナ
ナ
フ
ァ
イ
バ
ー
事
業
で
は
昔
の
繊
維
の
採
り
方
か
ら
織
物
の

織
り
方
、
水
産
加
工
事
業
で
は
魚
の
捕
ま
え
方
、
捌
き
方
な
ど
を
、

そ
れ
こ
そ
一
か
ら
手
取
り
足
取
り
諸
先
輩
方
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
信
号
機
も
な
い
小
さ
な
島
で
濃
密
な
人
間
関
係
の
中
、
時
に

は
厳
し
く
、
そ
し
て
困
っ
て
い
る
時
に
は
手
を
さ
し
の
べ
て
い
た
だ

き
、
こ
れ
ま
で
も
難
題
を
解
決
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
も
島
の
方
々

に
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
い
て
も
ら
っ
た
り
、
技
術
指
導
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

べ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
島
内
販
売
も
好
評
で
、

加
工
場
の
前
で
刺
身
の
パ
ッ
ク
売
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
学
校
の
先
生

や
お
年
寄
り
な
ど
に
大
変
喜
ば
れ
ま
し
た
。
今
後
は
丁
寧
な
商
品
づ

く
り
を
続
け
な
が
ら
、
宝
島
だ
け
で
な
く
村
内
の
他
の
島
か
ら
も
フ

ェ
リ
ー
で
魚
を
届
け
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
商
品
を
開
発
、
広
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

個
人
の
仕
事
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
と
両
立

　

上
記
二
事
業
に
加
え
、
村
の
高
速
観
光
船
「
な
な
し
ま
２
」（
二
〇

ト
ン
）
の
管
理
運
営
や
、
島
内
の
小
さ
な
工
事
な
ど
を
村
か
ら
の
委

託
事
業
と
し
て
行
な
っ
て
い
ま
す
。
島
の
便
利
屋
さ
ん
の
よ
う
な
形

で
、
パ
ソ
コ
ン
の
修
理
や
動
物
の
餌
や
り
な
ど
も
頼
ま
れ
れ
ば
何
で宝島ではトビウオ漁が盛ん。

特集　島を元気にする組織・Ⅵ
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に
な
ら
な
い
よ
う
、
私
た
ち
は
島
に
新
た
な
産
業
を
も
っ
と
興
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Ｕ
タ
ー
ン
増
を
目
指
し
高
め
た
い
島
の
魅
力

　

島
で
は
繁
殖
和
牛
の
生
産
が
盛
ん
で
、
働
き
盛
り
の
世
代
は
ほ
と

ん
ど
が
そ
れ
に
従
事
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
産
業
に
乏

し
く
、
美
味
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
特
産
品
も
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
に
、
漁
師
さ
ん
も
片
手
で
数

え
る
く
ら
い
で
す
。
第
一
次
産
業
の
担
い
手
不
足
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
そ
の
他
の
仕
事
の
選
択
肢
が
極
端
に
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

私
た
ち
は
Ｉ
タ
ー
ン
で
す
が
、
Ｕ
タ
ー
ン
が
も
っ
と
増
え
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。
島
に
い
る
三
〇
人
ほ
ど
の
子
ど
も
は
、
島
内
に
高

校
が
な
い
た
め
、
中
学
卒
業
と
同
時
に
ほ
と
ん
ど
が
島
を
離
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
仕
事
が
な
い
中
で
、
島
を
離
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、

帰
っ
て
き
て
生
活
し
た
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
島
は
立
ち
行
か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と

え
多
く
の
Ｉ
タ
ー
ン
が
来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
島
の
文
化
は
守
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
良
し
と
し
な
い
な
ら
ば
、
私
た
ち
に
何

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
─
─
。

　

私
に
も
三
人
の
子
ど
も
が
い
ま
す
。
長
女
は
あ
と
七
年
で
島
を
離

れ
る
予
定
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
親
元
を
離
れ
、
他
地
域
で
刺
激
を

受
け
、
島
の
こ
と
を
思
い
返
す
と
き
に
、
島
に
帰
っ
て
生
活
す
る
こ

と
を
将
来
の
選
択
肢
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
、
そ
の
よ
う
な
魅
力
的

な
島
に
で
き
る
の
か
を
、
夫
婦
で
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

　

ま
た
、
十
島
村
は

行
政
と
住
民
と
の
距

離
感
が
近
く
、
職
員

さ
ん
が
島
に
来
る
と

一
緒
に
盃
を
か
わ
す

こ
と
も
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
相
談
し
や

す
く
、
と
て
も
頼
り

に
な
る
存
在
で
す
。

村
の
移
住
対
策
も
充

実
し
て
い
て
、
村
営

住
宅
の
斡
旋
（
２
Ｄ

Ｋ
が
五
千
円
か
ら
）
や
、

二
年
～
五
年
の
就
業

者
支
援
制
度
（
日
額

五
千
円
～
一
万
円
）、子

ど
も
や
高
齢
者
向
け

手
当
な
ど
最
低
限
度

の
生
活
保
障
を
し
て
い
た
だ
き
つ
つ
、
や
り
た
い
こ
と
に
打
ち
込
め

る
環
境
が
整
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
島
を
離
れ
て
い
く
方
も
い
ま
す
。

す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
島
生
活
が
合
う
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
す
。

た
だ
、
若
手
が
い
な
け
れ
ば
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ

う
な
れ
ば
島
は
急
激
に
衰
退
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と

トビウオの生ハム。
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た
め
に
で
き
る

こ
と
は
や
っ
て

い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

島
は
皆
が
親

戚
の
よ
う
で
、

一
つ
の
会
社
の

よ
う
で
も
あ
り

ま
す
。
運
命
共

同
体
と
も
い
え

る
関
係
性
の
中

で
、
私
た
ち
の

一
般
社
団
法
人

の
役
割
は
な
に

か
を
考
え
て
、

島
内
の
仕
事
を

生
み
出
し
、
島

外
に
出
荷
で
き

る
商
品
を
つ
く
り
、
島
の
文
化
や
食
生
活
、
自
然
に
多
く
の
人
に
関

心
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
島
の
魅
力
を
高
め
、
発
信
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
は
新
規
事
業
に
も
挑
戦

　

移
住
希
望
者
の
た
め
に
情
報
発
信
を
し
て
、
年
に
一
〇
〇
名
ほ
ど

の
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
入
れ
て
い
る
個
人
的
な
経
験
を
活
か

し
、
宝
島
自
治
会
や
行
政
と
連
携
し
て
島
の
生
活
が
体
験
で
き
る「
大

人
の
島
な
が
れ
ツ
ア
ー
」
を
実
施
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

催
し
を
通
じ
て
、
住
民
が
感
じ
て
い
る
島
の
良
さ
や
、
移
住
者
か
ら

見
た
島
の
良
さ
が
参
加
者
に
伝
わ
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。

　

ま
た
、
商
品
開
発
の
面
で
は
、
砂
丘
で
育
て
た
島
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の

漬
物
の
売
り
出
し
や
、
レ
ト
ル
ト
技
術
を
使
っ
た
常
温
魚
商
品
の
開

発
、
さ
ら
に
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
を
用
い
、
バ
ナ
ナ
フ
ァ
イ
バ
ー
抽
出

後
の
残
渣
繊
維
を
利
用
し
た
、
バ
ナ
ナ
和
紙
の
開
発
な
ど
に
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

会
社
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
変
わ
ら
ず
四
人
で
す
が
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
で
お
手
伝
い
い
た
だ
い
て
い
る
方
を
含
め
る
と
一
五
人
ほ
ど
に
関

わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
島
の
た
め
、
子
ど
も
た
ち
の
未
来
の

た
め
に
、
地
道
に
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。�
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