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新
し
い
離
島
振
興
法

中
俣
　
均

島
の
風
景
―
―
、
そ
れ
は
そ
の
島
に
暮
ら
す
人
び
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
。
自
然
を

相
手
に
し
た
生
業
の
な
か
で
人
間
と
環
境
と
が
一
体
化
し
、
島
な
ら
で
は
の
風
景
や
文
化
を
育
ん

で
き
た
。
地
域
の
均
質
化
、
画
一
化
が
進
む
昨
今
、
島
が
島
で
あ
る
こ
と
、
島
に
暮
ら
す
こ
と
そ

れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ
ま
た
の
島
々
の
存
在
を
知
ら
し
め
、
島
が
真
の

意
味
で
の
国
民
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
離
島
を
振
興
さ
せ
る
と
は
、

島
の
住
民
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
国
全
体
を
い
わ
ば
啓
蒙
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

島
に
住
む
こ
と
に
誇
り
の
持
て
る
離
島
振
興
を

用
語
と
概
念
の
再
考

島
の
文
化
的
景
観

島
に
住
む
こ
と
に
誇
り
と
自
負
を
！

離
島
を
取
り
巻
く
今
日
の
状
況

特
集
　離
島
振
興
法
へ
の
期
待
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領
土
・
国
境
「
問
題
」
が
か
ま
び
す
し
く
騒
が
れ
た
時
期
と
、
法

律
改
正
の
時
期
と
が
微
妙
に
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
回
の
離

島
振
興
法
（
以
下
「
離
振
法
」）
の
改
正
延
長
は
、
か
な
り
世
間
の
耳

目
を
集
め
た
と
思
わ
れ
る
。
来
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
新
し
い
法
律

に
基
づ
く
こ
れ
か
ら
の
離
島
振
興
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
筆

者
な
り
の
期
待
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
現
在
時
点
に
お
け
る
日
本
の
島
嶼
を
め
ぐ
る
さ

ま
ざ
ま
な
状
況
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
日
本
全
体
が
明
ら

か
な
人
口
減
少
社
会
に
転
じ
始
め
、
同
時
に
ほ
ぼ
必
然
的
に
超
高
齢

化
社
会
へ
と
歩
み
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
資
料
に
よ
れ

ば
、
離
振
法
制
定
以
降
、
現
在
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
二
五
四
島

で
は
、
こ
の
約
五
五
年
間
に
人
口
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
、

高
齢
化
率
も
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
か
な
り
上
回
る
レ
ベ
ル
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
。
離
島
に
お
け
る
急
激
な
人
口
減
少
と
高
齢
化
、
お
よ

び
そ
れ
ら
に
と
も
な
う
離
島
生
活
空
間
と
し
て
の
弱
体
化
は
、
依
然

と
し
て
離
振
法
存
立
の
核
心
的
基
盤
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
状
況
は
す
で
に
離
島
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
く
な
り
始
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
今
か
ら
五
〇
年
後
に
あ
た
る
二
〇
六
〇
年
の
日
本
の
人

口
は
八
六
七
四
万
人
、
高
齢
化
率
も
三
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
推
計

さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
二
年
一
月
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
に

よ
る
）。「
過
疎
」
が
問
題
化
し
て
久
し
い
し
、
近
年
は
「
限
界
集
落
」

と
い
っ
た
言
葉
も
盛
ん
に
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
一

部
の
（
！
）
大
都
市
圏
を
除
い
た
日
本
全
体
が
遠
く
な
い
時
期
に
直

面
す
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
、
生
活
空
間
の
弱
体
化
と
い
う

状
況
の
い
わ
ば
最
先
端
を
、
離
島
は
走
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
離
島
の
抱
え
る
問
題
を
直
視
し
そ
の
改
善
策
を
考
え
る
こ

と
は
、
離
島
だ
け
で
は
な
い
、
わ
が
国
全
体
の
問
題
と
向
き
合
う
こ

と
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
離
島
の
「
役
割
」
論
に
つ
い

て
で
あ
る
。
離
島
の
役
割
な
る
も
の
が
「
国
土
の
保
全
、
海
洋
資
源

の
利
用
、
自
然
環
境
の
保
全
等
に
重
要
な
役
割
を
も
つ
」（
第
一
条
目

的
条
文
）
と
規
定
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
二
年
の
離
振
法
第
四
回
改

正
時
で
あ
っ
た
。
同
年
に
国
連
海
洋
法
条
約
が
成
立
し
、「
海
洋
」

の
捉
え
方
が
重
層
的
に
な
る
と
と
も
に
、
領
海
も
Ｅ
Ｅ
Ｚ
も
大
陸
棚

も
、
そ
れ
を
測
る
基
点
が
「
島
」
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

日
本
は
一
九
九
六
年
に
同
条
約
を
批
准
し
、
間
を
お
い
て
二
〇
〇
七

年
に
よ
う
や
く
海
洋
基
本
法
が
成
立
、
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
間
、

二
〇
〇
二
年
の
離
振
法
第
五
回
延
長
時
に
は
、
離
島
の
役
割
に
「
我

が
国
の
領
域
、
排
他
的
経
済
水
域
等
の
保
全
」
と
い
う
文
言
が
追
加

さ
れ
、
ま
た
海
洋
基
本
法
中
で
は
、
国
境
を
な
す
無
人
島
の
存
在
に

注
目
が
集
ま
り
、「
国
境
離
島
」
と
い
う
概
念
も
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
離
振
法
の
対
象
地
域
で
は
な
く
、
こ
こ
に
無
人
島

（
と
く
に
国
境
を
な
す
も
の
）
は
海
洋
基
本
法
、
有
人
島
は
離
島
振
興
法

離
島
を
取
り
巻
く
今
日
の
状
況
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と
い
う
一
応
の
役
割
分
担
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
今
回
の
離
島

振
興
法
第
六
回
延
長
に
お
い
て
、
無
人
島
化
へ
の
対
処
が
う
た
わ
れ

て
い
る
の
に
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
経
過
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
当
初
の
離
振
法
制

定
時
に
お
い
て
は
、「
島
民
の
生
活
安
定
」
が
主
目
的
と
さ
れ
振
興

対
象
が
明
確
に
「
住
民
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
こ
に
島
を
取
り
巻

く
「
海
洋
」
へ
の
注
目
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
領
海
お
よ
び
Ｅ
Ｅ
Ｚ

確
保
の
起
点
で
あ
る
「
土
地
」
と
し
て
の
島
が
加
わ
っ
て
、「
島
」

は
「
土
地
（
陸
地
）」
と
「
海
洋
」
と
「
住
民
」
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ

た
重
要
な
国
土
空
間
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
昨
今
の
「
国
境
離
島
」
の
勇
ま
し
い
強
調
に
は
、
領
土
や

領
海
と
い
う
認
識
は
あ
っ
て
も
、
は
た
し
て
そ
こ
に
「
住
民
」（
漠
然

と
し
た
日
本
「
国
民
」
で
は
な
く
）
の
生
活
へ
の
斟
酌
が
ど
れ
だ
け
含
ま

れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。「
役
割
論
」
の

受
容
者
に
当
た
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
「
住
民
の
生
活
」
の
向
上
を
主

眼
と
し
た
離
振
法
制
定
の
原
点
を
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

　

今
次
改
正
の
離
振
法
に
対
し
て
は
、「
離
島
特
区
」
制
度
の
実
質

的
新
設
や
、
離
島
活
性
化
交
付
金
の
創
設
な
ど
、
新
し
い
制
度
が
多

く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
や
教
育
の

充
実
と
い
っ
た
具
体
的
方
策
が
条
文
化
さ
れ
た
こ
と
も
、
歓
迎
し
た

い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
識
者
た
ち
が
指
摘
し
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
こ
う
し
た
傾
向
を
好
ま
し
い
も
の
と

思
う
。
そ
し
て
、
諸
制
度
が
円
滑
に
活
用
さ
れ
、
離
島
を
も
つ
市
町

村
を
主
体
と
し
て
（
こ
れ
も
第
四
条
に
明
記
さ
れ
た
）、
そ
の
振
興
に
向

け
て
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
平
成

の
広
域
合
併
で
、
多
く
の
離
島
が
本
土
市
町
村
に
包
含
さ
れ
た
こ
と

が
裏
目
に
出
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
か
つ
て
の
「
構
造

改
革
特
区
」
が
、
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
め
ぼ
し
い
成
果
を
挙
げ
得

て
い
な
い
こ
と
（
こ
れ
は
む
し
ろ
中
央
省
庁
側
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
）
の
轍

を
踏
ま
な
い
よ
う
に
も
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

上
記
に
加
え
て
筆
者
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
最
初
の
離
振
法
制
定
以
来
、
条
文
に
明
記
さ
れ
て
き
た
「
離

島
の
後
進
性
」
と
い
う
用
語
が
、
前
回
改
正
時
か
ら
「
比
較
低
位
状

況
」
あ
る
い
は
「
価
値
あ
る
地
域
差
」
と
い
う
用
語
に
置
き
換
わ
り
、

そ
れ
が
今
回
も
踏
襲
さ
れ
、
さ
ら
に
「
多
様
な
文
化
の
継
承
」
と
い

う
語
が
離
島
の
役
割
と
し
て
追
加
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。「
比
較
低

位
」
に
「
価
値
」
が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
筆
者
の
考
え
に

よ
れ
ば
そ
れ
は
、
日
本
全
体
を
眺
め
た
場
合
、
近
年
著
し
く
進
行
し

た
地
域
の
均
質
化
・
画
一
化
を
反
省
す
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
反
省

を
ふ
ま
え
、
島
は
島
で
あ
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

島
の
持
つ
良
さ
を
再
発
見
す
る
方
向
に
転
換
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
依
然
と
し
て
離
島
振
興
策
立
案
に
際
し

用
い
ら
れ
る
「
本
土
（
と
の
）
一
体
化
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
逆
を
、

島
に
住
む
こ
と
に
誇
り
の
持
て
る
離
島
振
興
を

新
し
い
離
島
振
興
法
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む
し
ろ
島
は
行
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
し
か
し
、

そ
も
そ
も
法
律
と
は
本
来
的
本
質
的
に
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
地
域

の
均
質
化
・
画
一
化
を
推
進
す
る
役
割
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
離

振
法
自
体
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
、「
特
区
」
を
設
け
た
り

す
る
の
は
明
ら
か
に
矛
盾
で
は
あ
る
。
矛
盾
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
を
ど
う
克
服
し
、
本
土
に
は
な
い
「
多
様
な
文
化
の
継
承
」
を

な
し
と
げ
て
ゆ
く
か
が
、
市
町
村
の
振
興
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
の
、

工
夫
の
し
ど
こ
ろ
な
の
だ
と
思
う
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
新
離
振
法
に
多
々
見
ら
れ
る
、
巷
で
か
な
り
無

批
判
に
使
わ
れ
て
い
る
手
垢
の
つ
い
た
「
専
門
」
用
語
を
、
ぜ
ひ
再

考
し
て
み
て
ほ
し
い
。
た
と
え
ば「
離
島
の
自
立
的
発
展
」。「
自
立
」

と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
？　

ま
さ
か
「
自
給

自
足
」
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
し
、
広
域
合
併
を
元
に
戻
せ
と
い
う

こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
明
ら
か
に
こ
れ
は
、
危
機
的
状
況
に
あ
る

国
の
財
政
的
支
援
が
不
十
分
に
な
る
こ
と
へ
の
予
防
線
で
あ
る
。
し

か
し
、
仮
に
財
政
力
指
数
で
「
自
立
」
を
測
る
と
す
る
な
ら
、
わ
が

国
の
市
町
村
で
「
自
立
」
し
て
い
る
の
は
、
各
種
発
電
所
や
軍
事
基

地
や
大
企
業
が
多
く
立
地
す
る
、
お
そ
ら
く
十
指
を
も
っ
て
数
え
ら

れ
る
ほ
ど
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
方
向
を
、
ど
の
島

も
望
ん
で
は
い
ま
い
。
ま
た
、「
活
性
化
」
な
る
言
葉
も
、
何
を
も
っ

て
そ
れ
が
実
現
し
た
状
態
と
い
う
の
か
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
中
身
は

各
人
各
様
、
定
ま
る
こ
と
な
く
頻
用
さ
れ
て
い
る
。「
定
住
」
と
い

う
の
も
そ
う
で
、い
っ
た
い
一
年
の
う
ち
何
日
島
に
滞
在
し
た
ら「
定

住
」
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

そ
れ
ら
の
学
問
的
あ
る
い
は
行
政
的
定
義
を
確
立
せ
よ
、
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
上
に
挙
げ
た
い
ず
れ
の
用
語
に
し
て
も
、
そ

れ
を
各
離
島
（
を
持
つ
市
町
村
）
で
、
住
民
と
よ
く
意
見
を
交
わ
し
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
自
前
の
定
義
を
模
索
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
が
、
迂
遠
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
経
済
合
理
主
義
一

辺
倒
か
ら
脱
却
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
島
に
ふ
さ
わ
し
く
、
あ
り
き
た
り

で
横
並
び
で
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
振
興
方
策
を
樹
立
す
る
こ
と
に
、
必

ず
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
本
当
の

意
味
で
の
「
自
立
」
な
の
で
あ
る
。
企
業
誘
致
に
よ
っ
て
雇
用
が
確

保
さ
れ
た
、
な
ど
と
い
う
例
は
、
ど
こ
の
ど
ん
な
規
模
の
島
に
も
当

て
は
ま
る
成
功
事
例
で
は
な
い
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
島
が
島
で
あ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
筆
者
は
そ

こ
で
い
つ
も
、「
地
域
に
お
け
る
人
々
の
生
活
又
は
生
業
及
び
当
該

地
域
の
風
土
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
景
観
地
で
我
が
国
民
の
生
活
又
は

生
業
の
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
い
う
文
言
を

思
い
浮
か
べ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
、
日
本
の
島
々
の
こ
と
を
言
っ
て

用
語
と
概
念
の
再
考

島
の
文
化
的
景
観
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い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
御
存
知
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
こ

な
れ
な
い
日
本
語
の
文
言
は
、
二
〇
〇
五
年
に
改
正
さ
れ
た
文
化
財

保
護
法
で
設
け
ら
れ
た
、「
文
化
的
景
観
」
と
い
う
新
し
い
文
化
財

の
類
型
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
離
島
の
多
く
で
は
、
こ
れ

ま
で
住
民
が
主
と
し
て
第
一
次
産
業
に
従
事
し
、
農
業
も
漁
業
も
林

業
も
い
ず
れ
に
も
複
合
的
に
携
わ
り
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
土
地
に
生

島
に
住
む
こ
と
に
誇
り
の
持
て
る
離
島
振
興
を

写真１：平戸島の文化的景観
（平成22年2月22日選定、
　同8月5日追加選定）
　島嶼の制限された条件の下で継続的に行
われた開墾や生産活動によって形成された
棚田群や牧野、人々の居住地によって構成
された独特の景観が残る平戸島（写真／文
化庁HPより）。

写真３：小値賀諸島の文化的景観
（平成23年2月7日選定、
　同9月21日追加選定）
　選定地域は小値賀本島の笛吹郷、柳郷の
一部と、大島、宇々島の全域。多様な地形
的特徴を示す島嶼間の移動や近隣諸国との
流通・往来に基づいて発展した港や居住地
などが残る。写真は、笛吹新町路地の古民
家（写真／長崎県HPより）。

写真５：新上五島町崎浦の五島石集落景観
（平成24年9月19日選定）
　崎浦地区では、生活用品や建築用材等に
砂岩質の五島石を用いた採石業や石材加工
業、運搬に便利な海岸部に展開した採石場
跡など独自の土地利用の在り方の痕跡がう
かがえる（写真／新上五島町役場）。

写真２：佐世保市黒島の文化的景観
（平成23年9月21日選定）
　黒島には、防風林として海側に植えられ
た亜熱帯系の植物であるアコウや、島の豊
富な閃緑岩の石で築かれた石積みによる居
住地など独特の土地利用によって形成され
た景観が今なお残る（写真／佐世保市役所）。

写真４：新上五島町北魚目の文化的景観
（平成24年1月24日選定）
　海岸に漁村、山間部に農村が展開する小
瀬良集落。厳しい地形条件に適応し、農村
及び漁村という対照的な形態を成す集落に
よる景観が広がる（写真／新上五島町役場）。

写真６：五島市久賀島の文化的景観
（平成23年9月21日選定）
　島内には現在も2ヶ所のヤブツバキ自然
林があるほか、居住地近傍や耕作地の周辺
にヤブツバキが植栽されている。古くから
ヤブツバキを保全・利用し、自然環境と共
存してきた島人の暮らしにより創り出され
た風景（写真／五島市情報サイトまるごと
うのHPより）。
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活
の
根
を
下
ろ
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
住
む
者
の
営
み
に
根
ざ
し

た
、
人
間
と
環
境
と
が
一
体
化
し
た
領
域
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
保

持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
島
に
限
ら
ず
そ
の
よ
う
な
地
域
を
、
文

化
庁
で
は
「
重
要
文
化
的
景
観
」
と
し
て
選
定
し
、
そ
の
保
全
保
護

を
補
助
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
二
年
九
月
時
点
で
そ
う
し
た
箇
所
が

全
国
に
三
四
あ
る
。
そ
の
う
ち
九
州
が
一
四
と
最
多
で
あ
り
、
中
で

も
長
崎
県
が
半
数
の
七
を
占
め
る
が
、そ
の
う
ち
の
六
ヶ
所
が
島
（
五

島
列
島
や
平
戸
島
な
ど
）
に
な
っ
て
い
る
。
島
の
歴
史
を
物
語
る
伝
統

的
生
業
の
あ
り
よ
う
を
整
備
し
、
国
民
の
「
生
活
と
生
業
の
理
解
の

た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
」
島
を
つ
く
り
あ
げ

る
こ
と
。
こ
れ
を
ぜ
ひ
、
長
崎
県
に
な
ら
っ
て
他

県
の
島
々
も
目
指
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
島
は
、

そ
れ
自
体
が
「
文
化
財
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
は
、
今
後
の
離
島
振
興

に
望
ま
れ
る
方
向
が
い
く
つ
か
定
め
ら
れ
よ
う
。

た
と
え
ば
、
身
の
丈
に
そ
ぐ
わ
な
い
大
規
模
施
設

を
こ
し
ら
え
る
よ
う
な
観
光
開
発
で
は
な
く
、
住

民
の
日
々
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う
が
そ
の
ま
ま
表

れ
る
景
観
を
出
現
さ
せ
、
そ
れ
を
観
光
資
源
と
す

る
こ
と
。
産
業
基
盤
整
備
と
い
う
と
す
ぐ
に
、
採

算
性
な
ど
が
意
図
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
住

民
の
「
生
業
基
盤
整
備
」
を
図
る
こ
と
。
三
・

一
一
（
東
日
本
大
震
災
）
を
経
験
し
て
み
れ
ば
、
防

災
や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
面
へ
の
投
資
も

重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
と
同
じ
か
そ
れ

以
上
の
配
慮
を
、
住
民
生
活
に
か
か
わ
る
ソ
フ
ト
面
に
注
ぐ
こ
と
。

そ
う
し
た
方
向
が
、
必
然
的
に
見
え
て
く
る
と
思
う
。

　

筆
者
は
職
業
柄
、
学
生
を
連
れ
て
毎
年
ど
こ
か
の
島
に
出
か
け
て

い
る
が
、
そ
の
た
び
に
、
た
と
え
ば
人
口
数
百
人
と
い
う
島
の
人
た

島
に
住
む
こ
と
に
誇
り
と
自
負
を
！

潮の引いたイノー（礁池）で小魚を獲る女性（鹿児島県沖永良
部島）。
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ち
の
日
々
の
暮
ら
し
の
立
て
方
、
つ
ま
り
畑
仕
事
を
す
る
、
漁
に
出

る
と
い
っ
た
行
為
が
ど
の
よ
う
に
収
入
に
結
び
つ
き
、
そ
れ
で
彼
ら

の
衣
食
住
を
ま
か
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
学
生
た
ち
が
ほ
と
ん

ど
想
像
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
近
年
特
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
が
毎
日
食
べ
る
も
の
、
着
て
い

る
も
の
が
、
ど
こ
で
と
れ
ど
こ
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
、
使
っ
て
い

る
水
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
、
出
し
た
ゴ
ミ
は
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
処

理
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
想
像
力
の
欠
如
で
あ

る
。
い
や
、
学
生
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
多
く
の
日
本
人
の
視

野
が
狭
く
な
り
、
自
分
の
日
々
の
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
空

間
的
範
囲
の
広
が
り
を
意
識
せ
ず
に
過
ご
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
福
島
の
原
発
事
故
で
生
じ
た
大
量
の

放
射
能
汚
染
ガ
レ
キ
を
、
こ
れ
ま
で
の
受
益
者
と
し
て
ま
ず
首
都
圏

つ
ま
り
東
京
電
力
管
内
で
率
先
し
て
処
分
し
よ
う
と
名
乗
り
出
る
自

治
体
が
、
も
っ
と
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
現
実
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
生
活
空
間
認
識
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
総

和
で
あ
る
は
ず
の
日
本
人
の
国
土
空
間
認
識
が
、
確
実
に
劣
化
し
て

き
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
人
た
ち
に
、
数
多
い

島
々
の
存
在
を
知
ら
し
め
、
島
が
真
の
意
味
で
の
国
民
的
役
割
を

担
っ
て
い
る
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
離
島
を
振

興
さ
せ
る
と
は
、
島
の
住
民
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
国
全
体
を
い

わ
ば
啓
蒙
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

　

か
つ
て
国
土
審
議
会
離
島
振
興
対
策
分
科
会
の
委
員
を
つ
と
め
た

故
・
地
井
昭
夫
氏
（
一
九
四
〇
│
二
〇
〇
六
）
は
、
ド
イ
ツ
で
あ
る
農

民
に
話
を
聞
い
た
と
き
、そ
の
農
民
が
「
自
分
は
国
を
守
っ
て
い
る
」

「
ロ
シ
ア
軍
が
攻
め
て
き
た
と
き
、
領
土
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
こ
の
農
地
を
守
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
の
に
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
た
と
い
う
（
金
子
勝
・
大
澤
真
幸
『
共
同
取
材 

見
た
く
な
い
思
想
的
現

実
を
見
る
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
〇
四
頁
）。
た
と
え
は
少
々
物

騒
だ
が
、
し
か
し
離
島
に
住
み
暮
ら
す
人
が
す
べ
て
、
そ
こ
に
住
み

暮
ら
す
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
し
、
誇
ら
し
い
気
概
を
も
て
る
よ
う

に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
国
民
全
体
の
共
通
認
識
と
な
る
こ
と
。

離
島
振
興
の
究
極
の
目
的
は
こ
れ
の
他
に
は
な
い
と
思
う
。
離
島
に

生
き
る
人
々
に
、
あ
な
た
が
そ
こ
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
多
く
の
国

民
に
と
っ
て
意
義
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
自
信
と
自
覚
を
持
っ

て
く
だ
さ
い
！
│
│
そ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

離
島
振
興
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
筆
者
は
念
願
し
て
い
る
。 

■

島
に
住
む
こ
と
に
誇
り
の
持
て
る
離
島
振
興
を
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