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昨
年
か
ら
地
域
雇
用
創
造

推
進
事
業
の一
環
と
し
て
開
か

れ
て
い
る
「
七
島
イ
工
芸
セ
ミ

ナ
ー
」

　
毎
回
た
く
さ
ん
の
方
が
、

三
つ
編
み
で
円
座
や
ラ
グ
マ
ッ

ト
製
作
を
練
習
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
中
で
も
工
芸
士
を

養
成
す
る
特
別
講
座
会
員
の

皆
さ
ん
は
腕
を
メ
キ
メ
キ
と
上

達
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

　
い
よ
い
よ
９
月
か
ら
商
品
と

し
て
発
売
す
る
製
品
の
制
作

に
入
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

合
わ
せ
て
表
織
り
の
人
材
も
経
験
者
か
ら
初
心
者
ま
で
、

た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

大
分
の
子
供
た
ち

七
島
イ
夏
休
み
体
験
学
習

大
分
の
子
供
た
ち

七
島
イ
夏
休
み
体
験
学
習大分大学のサポーターと共に、初めて触る七島イと、三つ編みに

奮闘する県内の小学生。（安岐町：西武蔵公民館にて）

　
８
月
８
日
、大
分
県
内
の
小
学
生
、そ
し
て
世
話

役
の
高
校
生
、大
学
生
、総
勢
5
0
名
が
、夏
休
み

の
体
験
学
習
で
国
東
を
訪
れ
ま
し
た
。

　
二
豊
製
畳
社
長
細
田
か
ら
梅
園
の
里
で「
七
島
イ

の
歴
史
」に
つ
い
て
の
講
義
を
受
け
、農
業
法
人
い
と

な
が
の
圃
場
を
見
学
し
、七
島
イ
の
理
解
を
深
め
た

後
、西
武
蔵
公
民
館
で
七
島
イ
民
芸
品
作
り
を
体

験
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
七
島
イ
3
本
づ
つ
の
三
つ
編
み
を
2
本

繋
ぎ
あ
わ
せ
、く
る
く
る
と
巻
い
て
直
径
1
0
セン

チ
の
コ
ー
ス
タ
ー
を
作
る
と
い
う
も
の
。

　
1
時
間
半
と
い
う
短
い
時
間
で
し
た
が
、皆一心

不
乱
に
三
つ
編
み
を
編
み
、全
員
自
分
だ
け
の
コ
ー

ス
タ
ー
を
作
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。

　
大
分
県
内
で
も
ま
だ
ま
だ一般
の「
七
島
イ
」の
知
名
度

は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、今
回
の
よ
う
に
地
元
の
子
供
た
ち
が
大
分
国
東

の
復
興
産
業
で
あ
る「
七
島
イ
」に
つ
い
て
、体
験
を
通
し

て
知
識
と
理
解
を
深
め
ら
れ
た
事
は
大
変
意
義
の
あ
る

イ
ベン
ト
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
七
島
イ
の
体
験
が
、子
供
た
ち
に
と
っ
て
夏
休
み

の
大
切
な
思
い
出
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

国
か
ら
文
化
財
視
察
団

国
か
ら
文
化
財
視
察
団

来
る
９
月
30
日
、国
か
ら
文
化
財
畳
保
存
会
の
皆
様
が

国
東
に
視
察
に
訪
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

国
か
ら
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

貴
重
な
文
化
資
源
で
あ
る
七
島
イ
を
皆
さ
ん
で
盛
り
上

げ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

七
島
イ
セ
ミ
ナ
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製
作
好
調

七
島
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セ
ミ
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製
作
好
調
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七
島
雑
感

七
島
雑
感

会
員
募
集
の
お
知
ら
せ

シ
リ
ー
ズ
第
5
弾

　
「
七
島
い
」
は
琉
球
に
多
く
自
生
し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
琉

球
い
」
と
云
い
、
豊
後
地
方
に
栽
培
さ
れ
る
を
も
っ
て
「
豊

後
い
」
と
も
云
わ
れ
、
ま
た
茎
が
三
角
形
を
呈
し
て
い
る

こ
と
に
よ
り
「
三
角
い
」
等
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
が
”
七
島
イ
”
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
七
島
イ
を
伝
来
し
た
橋
下
五
郎
左
衛
門
の
逸

話
に
も
あ
る
よ
う
に
、
漂
着
し
た
島
が
七
つ
か
ら
な
る
小

島
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
草
を
”
七
島
イ
”
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
「
大
和
草
批
正
」
に
よ
れ
ば
「
薩
州
に
小
島
七
つ

あ
る
を
以
っ
て
、
七
島
と
呼
ぶ
。
そ
の
地
に
至
る
処
に
自
生

す
る
を
以
っ
て
。
遂
に
草
名
と
せ
り
…
」
と
し
る
さ
れ
て
い

る
処
か
ら
と
名
付
け
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
今
に
し
て
言
え
ば
薩
南
諸
島
の
ト
カ
ラ
列
島
、

（
現
在
の
鹿
児
島
県
大
島
郡
十
島
村
）
の
七
つ
か
ら
な
る
島

に
七
島
イ
が
自
生
し
て
い
た
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
と

の
記
録
も
あ
る
こ
と
か
ら
”
七
島
イ
”
と
い
う
名
称
が
付

け
ら
れ
た
お
こ
り
で
あ
ろ
う
。　

　

参
考
文
献
「
豊
後
の
七
島
い　

そ
の
歴
史
を
追
っ
て
」

　
　

大
分
県
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー　

前
田　

哲
夫　

　

シ
リ
ー
ズ
「
こ
の
人
に
聴
く
」
第
5
段
は
、

「
農
業
法
人
い
と
な
が
」
に
つ
い
て
、
会
計
の
（
七
島
イ

振
興
会
副
会
長
で
も
あ
る
）
冨
永
六
男
さ
ん
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

Q
　「
農
業
法
人
い
と
な
が
」
の    

　
成
り
立
ち
に
つ
い
て
教
え
て
下

　
さ
い

A　

糸
永
区
に
住
む
農
地
を
持
っ

　

た
９
名
の
会
員
に
よ
り
平
成

　

19
年
に
発
足
し
ま
し
た
。

　

当
初
は
麦
、
大
豆
、
米
を
生

　

産
し
て
い
ま
し
た
が
、
麦
、　

　

大
豆
は
糸
永
の
風
土
に
合
わ

　

ず
、現
在
は
「
米
」「
飼
料
米
」

　

と
、
3
年
前
の
平
成
22
年
か

　

ら
栽
培
を
始
め
た
「
七
島
イ
」
が
主
な
作
物
で
す
。

Q
　
七
島
イ
栽
培
を
始
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
？

A　

今
ま
で
実
際
に
作
っ
て
い
た
人
の
技
法
と
栽
培
能

　

力
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
現
金

　

収
入
が
得
ら
れ
る
作
物
は
「
七
島
イ
」
し
か
無
い
と

　

思
っ
た
か
ら
で
す
。

Q
　
七
島
イ
の
刈
り
取
り
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
今
年

　
の
出
来
は
い
か
が
で
す
か
？

A　

７
月
の
長
雨
の
影
響
で
全
体
量
は
減
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
三
年
目
の
経
験
が
生
き
て
お
り
、
質
の
面
で

　

は
良
い
七
島
イ
が
収
穫
出
来
て
い
ま
す
。

　

組
合
員
の
「
良
い
物
を
作
る
」
と
い
う
意
識
も
向
上

　

し
て
き
て
い
ま
す
。

Q
　
今
後
の
「
農
業
法
人
い
と
な
が
」
に
お
け
る
七
島
イ

　
栽
培
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

A　

と
に
か
く
良
い
製
品
を
作
っ
て
販
売
額
を
上
げ
る

　

こ
と
と
、販
路
の
開
拓
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
現
在
２
名
だ
け
の
織
り
の
職
人
を
育
成
し
た
い

　

と
考
え
て
い
ま
す
。

Q
　
国
東
七
島
イ
の
方
向
性
は
？

A　

需
要
を
賄
う
よ
う
な
生
産
者
の
育
成
を
期
待
し
ま

　

す
。
新
規
参
入
者
も
大
歓
迎
で
す
。

Q
　
冨
永
さ
ん
に
と
っ
て
「
七
島
イ
」
と
は

A　

文
化
的
な
価
値
の
あ
る
地
場
産
業
の
振
興
。
生
産   

　

者
の
皆
さ
ん
の
生
活
の
基
盤
と
な
る
も
の
に
し
た
い

　

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
こ
の
時
期
は
、

七
島
イ
農
家
に
と
っ
て
は
「
地
獄
入
り
」
の
時

期
に
当
た
り
、
か
つ
て
は
本
当
に
寝
る
暇
が
無

か
っ
た
ら
し
い
。
昭
和
四
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
分

割
機
も
無
く
、
老
人
も
子
供
も
家
族
全
員
で
早

朝
刈
り
取
っ
た
七
島
藺
を
分
割
し
、
浜
な
ど
に

持
っ
て
行
っ
て
乾
燥
し
て
い
た
。
夕
立
に
当
た
る

と
色
が
悪
く
な
る
の
で
、
お
天
道
様
と
に
ら
め
っ

こ
の
日
々
が
続
い
た
よ
う
だ
。

七
島
イ
農
家
に
生
ま
れ
た
団
塊
の
世
代
は
ゴ
ー

ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
も
無
け
れ
ば
、
夏
休
み
も
無

く
、
夏
場
は
、
七
島
イ
一
辺
倒
の
生
活
だ
っ
た

と
悔
や
む
。
こ
の
世
代
で
「
家
族
総
出
の
農
作

業
」
は
国
東
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　

途
絶
え
つ
つ
あ
る
七
島
藺
の
保
存
と
と
も

に
、
新
し
い
地
域
産
業
と
し
て
再
生
さ
せ

る
と
い
う
趣
旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
け
る
個

人
な
ら
び
に
企
業
の
会
員
の
募
集
を
し
て

お
り
ま
す
。

　

会
員
の
方
に
は
、
七
島
藺

の
植
え
付
け
、
刈
り
取
り
の

農
業
体
験
や
、
生
産
者
と
の

交
流
会
も
開
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
途
絶
え
よ
う
と
し
て

い
た
七
島
藺
で
す
が
、
大
分

県
や
国
東
市
の
支
援
に
よ
り

再
生
へ
の
道
筋
も
よ
う
や
く

見
え
て
き
ま
し
た
。

　

ど
な
た
で
も
気
軽
に
参
加

で
き
る
会
に
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
会
員
一
同
、
一

人
で
も
多
く
の
方
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●『
七
島
イ
の
名
称
』

七
島
イ
の
歴
史

七
島
イ
の
歴
史


