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長
崎
県
・
五
島
列
島
の
北
部
に
位
置
す
る
小
値
賀
諸
島
（
※
註
）
で
、

島
の
観
光
業
を
盛
り
上
げ
る
組
織
が
あ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
お
ぢ
か

ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会
」（
以
下
、
Ｉ
Ｔ
協
会
）
だ
。
小
値
賀
諸

島
の
観
光
で
は
、「
暮
ら
す
よ
う
に
旅
を
す
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
観

光
客
な
ど
が
一
般
家
庭
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
、
島
暮
ら
し
を
丸
ご
と

体
験
で
き
る
「
民
泊
」
や
、
一
棟
貸
し
切
り
の
宿
泊
施
設
「
古
民
家

ス
テ
イ
」
が
人
気
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
約
二
四
五
〇
人
あ
ま
り
、

県
内
で
も
っ
と
も
高
い
高
齢
化
率
約
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
と
も
に
平

成
三
〇
年
一
一
月
末
現
在
）
の
こ
の
小
さ
な
町
で
奮
闘
す
る
Ｉ
Ｔ
協
会

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
前
田
敏
幸
理
事
長
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

（
※
註
）離
島
振
興
法
に

お
け
る
離
島
振
興
対
策

実
施
地
域
指
定
で
は
、

小
値
賀
諸
島
は
平
戸
諸

島
に
含
ま
れ
る
。

観
光
分
野
の
三
組
織
を
一
本
化

　

Ｉ
Ｔ
協
会
が
本
格
的
に
活
動
を
開
始
し
た
の
は
平
成
一
九
年
四
月

だ
が
、
組
織
設
立
の
き
っ
か
け
は
同
一
六
年
の
い
わ
ゆ
る
平
成
の
大

合
併
に
遡
る
。
小
値
賀
町
は
佐
世
保
市
と
の
合
併
を
検
討
し
て
い
た

が
、
最
終
的
に
は
合
併
せ
ず
自
立
の
道
を
選
択
し
た
。
人
口
減
少
が

進
む
中
、
主
産
業
が
農
業
や
漁
業
の
一
次
産
業
の
島
の
活
性
化
は
と

て
も
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ど
う
や
っ
て
自
分
た
ち
で

島
を
盛
り
上
げ
て
い
く
の
か
を
考
え
、
観
光
の
推
進
と
い
う
道
に
踏

み
出
し
た
。

　

当
時
、
町
内
に
は
小
値
賀
町
観
光
協
会
、
な
が
さ
き
・
島
の
自
然

学
校
（
主
に
野
崎
島
で
の
観
光
事
業
を
担
当
）、
お
ぢ
か
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ

ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
（
主
に
民
泊
事
業
を
担
当
）
の
三
組
織
が
観
光

事
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
小
さ
な
島
で
、
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
に

小
値
賀
町
地
域
お
こ
し
企
業
人　

長
谷
川 

雄
生

小値賀諸島
（長崎県小値賀町）

5km

小値賀島

宇久島

大島

小値賀諸島

五島列島

小値賀諸島：五島列島の北部に位置
し、小値賀島を中心とした17の島々
からなる。総面積25.46km2、町の人
口2,452人（平成30年12月現在）。火
山噴火で形成されたほとんどの島が
西海国立公園に指定。中世には中国
などとの貿易、近世は捕鯨で栄えた。
畜産、キヌサヤエンドウなどの農業、
漁業が盛ん。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

お
ぢ
か
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会

観
光
客
そ
れ
ぞ
れ
に
合
う

《
島
ら
し
さ
》
を
提
供
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活
動
し
て
い
て
は

推
進
力
に
欠
け
る

と
、
こ
れ
ら
三
つ

の
組
織
を
一
本
化

し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

お
ぢ
か
ア
イ
ラ
ン

ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
協

会
が
誕
生
し
た
。

設
立
当
初
の
メ
ン

バ
ー
は
、
ほ
と
ん

ど
が
移
住
者
だ
っ

た
。

「
移
住
者
が
小
値

賀
島
の
た
め
に
頑

張
っ
て
く
れ
て
い

る
姿
は
、
自
分
の

刺
激
に
も
な
っ

た
」
と
、
平
成
二
一
年
に
小
値
賀
島
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
、
Ｉ
Ｔ
協
会
で

働
く
こ
と
に
な
っ
た
前
田
さ
ん
は
振
り
返
る
。「
も
し
も
あ
の
時
、

合
併
の
道
を
選
ん
で
い
た
ら
、
今
の
よ
う
な
島
に
は
な
ら
な
か
っ
た

と
思
う
。
自
立
を
選
ん
だ
こ
の
町
の
人
び
と
に
は
、
小
値
賀
町
と
い

う
名
前
を
な
く
し
た
く
な
い
、
島
を
ず
っ
と
残
し
て
い
き
た
い
、
こ

の
先
も
ず
っ
と
人
の
暮
ら
し
が
あ
る
島
に
し
た
い
と
い
う
想
い
で
、

自
分
た
ち
で
で
き
る
こ
と
を
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
覚
悟

が
あ
っ
た
ん
で
す
」
と
い
う
同
氏
の
言
葉
ど
お
り
、
こ
こ
か
ら
島
の

観
光
業
が
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
く
。

島
の
観
光
の
転
機
と
な
っ
た
古
民
家
ス
テ
イ

　

前
田
さ
ん
が
協
会
に
入
っ
た
当
時
、
小
値
賀
へ
の
観
光
客
数
は
ま

だ
多
く
な
か
っ
た
。
小
値
賀
島
の
東
に
位
置
し
、
無
人
島
で
あ
る
野

崎
島
（
登
録
上
は
人
口
一
人
。
平
成
三
〇
年
六
月
に
「
長
崎
と
天
草
地
方
の
潜

伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産
」
の
構
成
資
産
「
野
崎
島
の
集
落
跡
」
と
し
て
世
界

文
化
遺
産
に
登
録
）は
、今
で
は
町
の
主
要
な
観
光
地
と
な
っ
て
い
る
が
、

以
前
は
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
観
光
客
が
い
る
程
度
で
、
野
崎
島
自
然
学

塾
村
（
島
唯
一
の
宿
泊
施
設
。
廃
校
と
な
っ
た
小
中
学
校
を
利
用
）
で
の
修

学
旅
行
で
島
に
来
る
子
ど
も
た
ち
の
受
け
入
れ
が
中
心
だ
っ
た
。「
忙

し
い
の
は
五
月
か
ら
八
月
ま
で
。
冬
の
間
は
、
地
盤
固
め
の
た
め
に

と
に
か
く
研
修
を
繰
り
返
し
た
。
組
織
の
経
営
的
に
も
か
な
り
厳
し

い
状
況
だ
っ
た
」
と
い
う
。

　

修
学
旅
行
だ
け
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
て
は
立
ち
い
か
な
く
な

る
と
考
え
、
新
た
な
客
層
と
し
て
ゆ
っ
た
り
と
し
た
旅
を
好
む
「
大

人
」
を
対
象
と
し
た
宿
泊
施
設
整
備
や
、
そ
の
施
設
を
核
に
し
た
島

ぐ
ら
し
体
験
を
模
索
し
始
め
た
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
「
古
民

家
ス
テ
イ
」
で
あ
る
。
小
値
賀
島
に
は
日
本
の
古
き
良
き
時
代
を
伝

え
る
古
民
家
が
何
軒
も
残
っ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
、
築
数
百
年
を

超
え
る
古
民
家
を
快
適
な
空
間
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
、
宿
泊
施
設

と
し
て
提
供
す
る
の
が
古
民
家
ス
テ
イ
だ
。
人
の
手
で
組
み
上
げ
ら

れ
た
柱
や
梁
な
ど
、
も
と
も
と
古
民
家
の
持
つ
古
き
美
し
さ
に
快
適

おぢかアイランドツーリズム協会の前田敏幸理事長。

特集　島を元気にする組織・Ⅰ



38

性
を
加
え
た
こ
の
宿
は
、
見
事
に
都
会
の
方
々
の
ニ
ー
ズ
に
沿
い
、

み
る
み
る
う
ち
に
観
光
客
が
島
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
田
さ

ん
は
「
古
民
家
ス
テ
イ
が
で
き
て
都
会
の
観
光
客
を
よ
く
見
か
け
る

よ
う
に
な
っ
た
。
各
地
か
ら
注
目
を
浴
び
て
、
毎
週
の
よ
う
に
取
材

や
視
察
が
来
た
」
と
当
時
の
様
子
を
語
る
。

民
泊
を
通
し
て
生
ま
れ
る
移
住
や
交
流

　

島
に
注
目
が
集
ま
る
に
つ
れ
、
古
民
家
ス
テ
イ
だ
け
で
な
く
民
泊

を
利
用
す
る
観
光
客
も
増
え
始
め
た
。
島
で
民
泊
を
受
け
入
れ
て
く

れ
る
家
庭
の
正
式
登
録
数
も
三
五
軒
に
ま
で
増
え
た
。「
最
近
、
関

東
か
ら
の
一
人
旅
や
二
人
旅
、
カ
ッ
プ
ル
が
増
え
て
き
た
」
と
話
す

の
は
、
Ｉ
Ｔ
協
会
の
民
泊
部
会
長
で
、
ご
自
身
も
民
泊
を
受
け
入
れ

て
い
る
中
村
信
子
さ
ん
。
多
い
と
き
は
月
に
一
〇
組
以
上
の
受
け
入

れ
が
あ
る
そ
う
だ
。
平
日
は
仕
事
、
週
末
に
民
泊
と
い
っ
た
具
合
で

休
む
間
も
な
く
大
忙
し
だ
が
、「
以
前
は
お
と
な
し
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、

民
泊
を
始
め
て
よ
く
し
ゃ
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
お
客
さ
ん
か
ら
も

い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
け
て
楽
し
い
。
お
客
さ
ん
が
島
の
景
色
を
き
れ

い
っ
て
言
う
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
眺
め
て
み
る
と
確
か
に
そ
の
通
り

だ
な
っ
て
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
お
手
紙
で
交
流
を
続
け
て
い
る

人
も
い
る
し
、
民
泊
が
き
っ
か
け
で
移
住
し
て
き
た
人
も
い
る
。
サ

バ
が
好
き
な
移
住
者
に
は
、
手
に
入
っ
た
ら
持
っ
て
い
っ
ち
ゃ
う
こ

と
も
あ
る
」
と
、
民
泊
を
受
け
入
れ
る
楽
し
さ
を
笑
顔
で
語
る
。

　

一
般
的
な
観
光
協
会
の
役
割
は
、
観
光
客
に
宿
泊
施
設
を
紹
介
し

て
終
わ
り
だ
が
、
Ｉ
Ｔ
協
会
の
特
筆
す
べ
き
点
は
、
宿
泊
施
設
を
自

小値賀諸島・大島での民泊の様子。
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ヤ
ッ
ク
が
人
気
メ
ニ
ュ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
観
光
客
か
ら
は
、
エ
メ

ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
海
の
上
に
浮
か
ぶ
体
験
は
島
な
ら
で
は
と
評
価

が
高
い
。
こ
の
ほ
か
島
内
他
事
業
者
と
連
携
し
た
魚
捌
き
体
験
や
島

の
特
産
品
で
あ
る
落
花
生
の
加
工
体
験
、
島
の
赤
土
を
使
っ
た
焼
き

物
体
験
、
島
で
一
〇
〇
年
以
上
続
く
印
刷
所
で
の
活
版
印
刷
体
験
な

ど
も
提
供
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
観
光
客
に
対
す
る
お
も
て
な
し
の
方
法
に
も
こ
だ
わ
り
が

あ
り
、
島
へ
来
て
も
ら
う
前
に
き
ち
ん
と
島
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る

こ
と
を
大
事
に
し
て
い
る
そ
う
だ
。
当
然
だ
が
、
離
島
に
は
都
会
と

比
べ
不
便
な
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
あ
る
も
の
・
な
い
も
の
を
含

ら
が
管
理
・
運
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
古
民
家
ス
テ
イ
で
は
、
予

約
の
受
付
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宿
ま
で
の
送
迎
、
施
設
の
案
内
や

日
ご
ろ
の
維
持
管
理
ま
で
自
分
た
ち
で
行
っ
て
い
る
。
民
泊
に
つ
い

て
も
、
予
約
の
受
付
や
民
家
で
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
相
談
な
ど
の

ま
と
め
役
ま
で
担
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
観
光
客
に
と
っ
て
は
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
窓
口
と
な
っ
て
お
り
、
非
常
に
分
か
り
や
す
い
の
だ
。

一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
観
光
づ
く
り

　

宿
泊
事
業
以
外
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
、
民
泊
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
は
な
い
体
験
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
だ
。
野
崎
島
を
一
例
に
と
る
と
、

世
界
文
化
遺
産
の
価
値
を
伝
え
る
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
と
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

ツ
ア
ー
、
自
然
学
塾
村
で
の
子
ど
も
キ
ャ
ン
プ
の
受
け
入
れ
な
ど
を

実
施
し
て
い
る
。
野
崎
島
は
南
北
約
六
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
細
長

く
伸
び
る
島
で
あ
り
、
歴
史
的
価
値
の
高
い
場
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、

北
部
に
は
沖
ノ
神こ
う
じ
ま島

神
社
が
社
殿
を
構
え
、
そ
の
後
方
に
は
、
自
然

物
な
の
か
人
工
物
な
の
か
定
か
に
な
っ
て
い
な
い
「
王お
え
い
し

位
石
」
と
い

う
高
さ
二
四
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
鳥
居
型
の
巨
石
が
鎮
座
し
て
い
る
。

一
九
世
紀
中
頃
、
長
崎
の
外そ
と

海め

地
域
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
氏
子

と
し
て
神
道
の
聖
地
に
移
住
す
れ
ば
キ
リ
シ
タ
ン
と
疑
わ
れ
る
可
能

性
が
低
い
と
考
え
、
こ
の
野
崎
島
に
移
住
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

島
の
南
部
に
は
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
開
墾
し
た
舟
森
集
落
跡
が
あ
る
。

こ
う
し
た
南
北
の
資
産
に
た
ど
り
着
く
に
は
険
し
い
山
道
を
抜
け
る

必
要
が
あ
り
、
ガ
イ
ド
ス
タ
ッ
フ
の
同
行
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
。

　

小
値
賀
島
で
は
、
北
部
に
あ
る
柿
の
浜
海
水
浴
場
で
行
う
シ
ー
カ

観光客に人気のシーカヤック体験。
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め
、
情
報
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
で
、
観
光
客
が
島
で
が
っ
か
り
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
る
。

　

観
光
客
一
人
ひ
と
り
の
要
望
を
し
っ
か
り
聞
き
取
り
、
島
の
現
状

な
ど
を
説
明
し
な
が
ら
、
そ
の
方
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
観
光
と
な
る
よ

う
な
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
組
み
立
て
て
い
く
。
き
め
細
か
な
対
応
、
お

も
て
な
し
精
神
こ
そ
が
Ｉ
Ｔ
協
会
の
真
骨
頂
だ
。

島
人
の
想
い
を
観
光
面
か
ら
実
現
す
る
組
織

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
成
果
は
数
字
に
も
表
れ
て
き
て
い
る
。

Ｉ
Ｔ
協
会
の
年
間
の
売
上
は
、
設
立
当
初
約
四
〇
〇
〇
～
五
〇
〇
〇�

万
円
だ
っ
た
の
に
対
し
、
現
在
は
約
一
億
円
と
な
っ
て
お
り
、
当
時

の
倍
に
ま
で
成
長
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｔ
協
会
を
通
し
て
小
値
賀

に
宿
泊
す
る
観
光
客
は
年
間
約
五
〇
〇
〇
人
。
全
体
の
宿
泊
客
数
が

約
一
万
人
な
の
で
、
じ
つ
に
そ
の
半
数
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
前
田
さ
ん
は
「
古
民
家
ス
テ
イ
を
き
っ
か
け
に
小
値
賀
の
こ

と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
る
人
が
増
え
た
」
と
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
旅
館
・
民
宿
の
宿
泊
客
数
も
増
え
て
い
る
と
い

う
。
ま
た
、
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
者
が
増
え
、
観
光
客
な
ど
を
対
象
に
し
た

新
た
な
宿
や
飲
食
店
な
ど
も
出
て
き
て
お
り
、
Ｉ
Ｔ
協
会
の
取
り
組

み
が
町
を
元
気
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
民
間
レ
ベ
ル
で
観
光
に
本
気
で
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
。

民
泊
も
受
け
入
れ
家
庭
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
状
況
か
ら
立
ち
上
げ
、

こ
こ
ま
で
成
長
さ
せ
て
く
れ
た
。
民
泊
・
古
民
家
ス
テ
イ
・
自
然
体

験
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
の
島
暮
ら
し
を
伝
え
る
観
光
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
国

内
外
の
観
光
客
に
感
動
を
与
え
て
い
る
。
農
家
さ
ん
、
漁
師
さ
ん
、

商
店
の
経
営
者
、
地
元
の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
の
若
者

を
取
り
入
れ
な
が
ら
幅
広
い
視
点
で
組
織
を
形
成
し
、
運
営
し
て
き

た
こ
と
も
大
き
い
」
と
、
Ｉ
Ｔ
協
会
設
立
当
時
か
ら
行
政
の
立
場
で

と
も
に
歩
ん
で
き
た
町
役
場
の
牧
尾
豊
さ
ん
は
評
価
す
る
。

独
自
の
仕
組
み
を
考
え
、
発
信
し
て
い
く
こ
と

　

一
方
で
、
事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
の
課
題
も
見
え
て
き
て
い

る
。
設
立
当
初
に
比
べ
活
動
の
幅
が
大
き
く
広
が
っ
た
た
め
、
人
材

不
足
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
も
っ
と
多
く
の
方
に
小
値
賀
島
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
広
報
・

情
報
発
信
に
力
を
入
れ
た
い
が
、
そ
れ
に
専
念
す
る
余
裕
が
な
い
。

今
後
、
そ
の
専
属
担
当
を
割
り
当
て
た
い
が
、
人
材
確
保
が
課
題
」

と
前
田
さ
ん
は
指
摘
す
る
。
ま
た
、
今
後
の
方
向
性
と
し
て
、
体
験

メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
な
ど
に
つ
い
て
、
観
光
客
が
島
に
来
て
か
ら
の
受

け
入
れ
は
住
民
の
方
々
が
、
島
へ
来
て
も
ら
う
ま
で
の
取
り
組
み
を

Ｉ
Ｔ
協
会
が
担
う
と
い
う
役
割
分
担
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
。

前
田
さ
ん
は
、「
今
ま
で
は
私
た
ち
自
身
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
体

験
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
し
て
き
た
が
、
今
後
は
島
の
方
々
に
も
プ
レ
ー

ヤ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
た
め
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
役
を
わ
れ
わ
れ
が
担
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

そ
の
人
材
育
成
も
急
務
」
と
課
題
を
口
に
し
た
。

　

一
〇
年
以
上
民
泊
を
受
け
入
れ
て
い
る
中
村
さ
ん
は
、「
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
内
容
が
最
初
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
リ
ピ
ー
タ
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ー
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
す
る
。
ど
ん
ど
ん
変
え
る
の
も

難
し
い
け
ど
、
適
度
な
変
化
が
ほ
し
い
。
全
国
の
田
舎
で
も
同
じ
よ

う
な
取
り
組
み
を
始
め
て
お
り
、
み
ん
な
で
独
自
の
取
り
組
み
を
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
」
と
話
す
。

　

こ
の
ほ
か
「
古
民
家
ス
テ
イ
は
約
一
〇
年
が
経
ち
、
維
持
補
修
費

用
が
か
か
っ
て
く
る
。
野
崎
島
も
、
現
在
の
環
境
を
維
持
す
る
た
め

の
費
用
が
必
要
。
こ
う
し
た
費
用
を
自
分
た
ち
で
工
面
で
き
る
よ
う

な
組
織
と
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
、
前
田
さ
ん
。
具
体
的
に

は
、
野
崎
島
で
少
し
で
も
観
光
客
に
お
金
を
落
と
し
て
も
ら
う
仕
組

み
づ
く
り
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
。
平
成
二
九
年
に
オ
ー
プ
ン
し

た
野
崎
島
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
で
の
物
産
販
売
や
、
募
集
型
企
画
旅

行
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
）
な
ど
を
企
画
し
て
い
き
た
い
と
意
気
込
む
。

　

町
役
場
の
牧
尾
さ
ん
が
、「
自
立
し
た
組
織
運
営
、
自
分
た
ち
の

収
益
と
地
域
へ
の
経
済
効
果
の
両
立
が
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
る

の
で
は
な
い
か
。
行
政
と
し
て
は
、
企
画
な
ど
の
支
援
な
ど
に
協
力

し
て
い
き
た
い
」
と
話
す
と
お
り
、
Ｉ
Ｔ
協
会
と
行
政
の
連
携
は
必

須
と
い
え
る
。

「
小
値
賀
を
残
し
た
い
」
と
い
う
想
い
に
沿
っ
た
活
動
を

　

課
題
は
多
い
が
、
島
に
人
が
住
み
続
け
ら
れ
る
よ
う
地
域
に
貢
献

し
て
い
く
こ
と
が
Ｉ
Ｔ
協
会
の
使
命
だ
。「
ま
ず
は
小
値
賀
を
知
っ

て
い
た
だ
き
、
次
に
島
へ
来
て
も
ら
い
た
い
。
小
値
賀
フ
ァ
ン
に
な

っ
て
も
ら
い
、
最
終
的
に
は
島
に
住
み
た
い
と
思
っ
て
く
れ
る
人
を

増
や
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
島
ら
し
さ
を
大
事
に
し
て
い
る
。
新
し

い
メ
ニ
ュ
ー
を
つ
く
る
に
し
て
も
、
も
と
も
と
島
に
あ
る
素
材
を
使

う
よ
う
に
し
て
い
る
。
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
を
復
活
さ
せ
た
り
、
そ

れ
ら
を
ベ
ー
ス
に
し
て
今
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
形
で
サ
ー
ビ
ス
化
し

て
い
る
。
島
の
状
況
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は

し
な
い
」
と
、
取
り
組
み
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
語
る
前
田
さ
ん
。

組
織
設
立
の
島
人
た
ち
の
想
い
で
も
あ
る
「
小
値
賀
を
残
し
た
い
」

と
い
う
マ
イ
ン
ド
は
、
し
っ
か
り
と
継
承
さ
れ
て
い
る
。

●

　

現
在
、
筆
者
は
「
地
域
お
こ
し
企
業
人
」
と
し
て
小
値
賀
町
で
働

い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
は
島
の
次
世
代
を
担
う
一
住
民
と
し
て
Ｉ
Ｔ

協
会
と
ど
う
協
力
し
て
い
け
る
か
、
模
索
し
て
い
き
た
い
。�
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