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す
職
人
た
ち
が
息
を
合
わ
せ
る
た
め
歌
っ
た

「
石
切
唄
」
で
、同
じ
く
日
本
遺
産
の
構
成
文

化
財
に
な
っ
て
い
る
。
島
で
石
材
業
を
営
む

鶴
田
石
材
代
表
の
鶴
田
康
範
さ
ん
に
よ
る
と

「
北
木
島
の
石
材
業
は
、昭
和
三
二
年
ご
ろ
ピ

ー
ク
を
迎
え
、
当
時
は
島
に
一
二
七
箇
所
も

の
採
石
場
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、

丁
場
に
は
石
切
唄
が
響
い
て
い
た
。
し
か
し
、

六
〇
年
ご
ろ
か
ら
北
木
石
に
似
た
石
が
韓
国

や
中
国
で
採
掘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
値
段

の
面
で
太
刀
打
ち
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ

た
」
と
い
う
。
現
在
、
北
木
島
で
石
の
切
り

出
し
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
社
を
含
め

二
社
だ
け
。
石
切
唄
も
今
で
は
観
光
客
向
け

な
ど
に
歌
う
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

北
木
島
金か

な

風ふ

呂ろ

地
区
に
あ
る
高
さ
六
〇
メ

ー
ト
ル
は
あ
ろ
う
現
役
の
石
切
り
場
に
、
鉄

骨
製
の
「
石
切
り
の
渓た

谷に

展
望
台
」
が
設
置

さ
れ
た
の
は
平
成
二
九
年
の
こ
と
。
計
画
し

た
の
は
鶴
田
石
材
で
、
現
在
、
こ
の
管
理
も

同
社
が
担
っ
て
い
る
。
康
範
さ
ん
は
「
営
業

先
で
サ
ン
プ
ル
を
見
せ
た
時
、『
こ
れ
は
外
国

産
の
偽
物
で
す
か
？
』
と
聞
か
れ
て
、
大
き

な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
石
切

り
場
で
働
く
方
々
は
、
ま
さ
に
職
人
気
質
。

黙
々
と
石
を
切
り
出
す
だ
け
で
、
石
材
業
の

歴
史
や
石
の
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
人
が
多

い
。
北
木
石
の
競
争
力
が
落
ち
た
原
因
は
Ｐ

Ｒ
不
足
に
も
あ
る
の
で
は
と
思
い
、
実
際
に

北
木
石
を
切
り
出
し
て
い
る
現
場
を
見
て
も

ら
い
、
品
質
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と

考
え
た
」
と
、
展
望
台
設
置
の
経
緯
を
説
明

す
る
。

「
北
木
石
は
鉄
分
を
含
む
た
め
、
粘
り
（
衝

撃
へ
の
耐
性
）
が
あ
り
、
薄
く
加
工
し
て
も
割

れ
に
く
く
、
彫
刻
に
使
っ
て
も
角
が
欠
け
に

本
誌
編
集
部

「
石
の
島
」を
訪
ね
て

［
岡
山
県
北
木
島
］

短
報

石
材
業
の
継
続
に
向
け
て

「
カ
ー
ン
、カ
ー
ン
！　
ヨ
イ
ト
シ
ョ
～
、ヨ

イ
ト
シ
ョ
～
、
大
阪
城
も
～
は
ぁ
～
ヨ
イ
ト

シ
ョ
～
北
木
か
ら
運
ん
だ
石
で
も
～
つ
～
よ

～
」笠

岡
諸
島
の
七
つ
の
有
人
島
の
う
ち
最
大

の
北き

た

木ぎ

島し
ま

は
、
良
質
な
花
崗
岩
を
産
出
す
る

「
石
の
島
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。「
北
木
石
」

と
呼
ば
れ
る
そ
の
石
は
、明
治
時
代
以
降
、日

本
銀
行
本
店
本
館
や
三
越
本
店
、
靖
国
神
社

の
大
鳥
居
な
ど
の
建
材
と
し
て
使
わ
れ
る
な

ど
、
北
木
島
の
経
済
と
と
も
に
日
本
の
近
代

化
を
も
支
え
て
き
た
。
島
内
に
残
る
、
当
時

の
丁
場
（
採
石
場
）
や
石
工
用
具
な
ど
は
、令

和
元
年
に
日
本
遺
産
「
知
っ
て
る
!?　
悠
久

の
時
が
流
れ
る
石
の
島
」
の
構
成
文
化
財
に

認
定
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
の
歌
は
、
か
つ
て
は
石
材
を
切
り
出
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く
い
一
方
、
鉄
分
が
サ
ビ
と
し
て
現
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
鶴
田
石
材
が
扱
う

石
は
、
地
中
深
く
か
ら
切
り
出
す
こ
と
で
圧

力
が
か
か
り
変
色
し
に
く
い
特
徴
が
あ
る
」

し
か
し
、
先
代
で
父
親
の
英
輔
さ
ん
か
ら

は
「
わ
し
ら
は
猿
山
の
サ
ル
じ
ゃ
な
い
。
人

が
見
て
い
る
時
に
わ
し
ら
が
大
ケ
ガ
を
し
た

ら
ど
う
す
る
ん
だ
」
と
猛
反
対
さ
れ
た
。
康

範
さ
ん
は
、
ハ
シ
ゴ
な
ど
を
整
備
し
、
作
業

の
安
全
を
確
保
し
た
上
で
展
望
台
の
整
備
を

進
め
た
が
、
父
親
か
ら
は
一
年
ほ
ど
口
を
聞

い
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
父
親
も
内
心
は
常
に
気
に
か
け
て
い
た
よ

う
で
、日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
と
き
は『
こ

れ
で
安
心
し
て
死
ね
る
』
と
漏
ら
し
ま
し
た

（
笑
）」鶴

田
石
材
で
は
、
北
木
石
を
活
用
し
た
産

業
観
光
を
取
り
入
れ
た
も
の
の
、
事
業
の
中

心
は
採
石
で
あ
る
。
現
在
、
島
で
切
り
出
し

た
石
は
、
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込
ん
で
そ
の
ま

ま
フ
ェ
リ
ー
で
本
土
へ
運
ぶ
。
石
材
業
が
最

盛
期
だ
っ
た
当
時
、
笠
岡
と
島
を
結
ぶ
フ
ェ

リ
ー
は
五
社
あ
っ
た
が
、
貨
物
を
積
載
で
き

な
い
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
今
で
は
フ
ェ

リ
ー
会
社
が
二
社
ま
で
減
っ
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
貨
物
に
は
空
き
が
多
い
状
況
と
な
っ
て

い
る
。「
フ
ェ
リ
ー
は
島
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
。

石
材
業
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
は
、
生
活
航
路

の
維
持
に
も
直
結
し
て
い
る
。
多
く
の
資
源

を
外
国
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
に

あ
っ
て
、
石
材
は
自
給
可
能
な
資
源
。
日
本

遺
産
の
認
定
に
よ
り
、
や
っ
と
皆
が
同
じ
方

向
を
向
き
つ
つ
あ
る
。
よ
う
や
く
ス
タ
ー
ト

に
立
っ
た
気
分
だ
」
と
、
康
範
さ
ん
は
語
る
。

島
巡
り
の
拠
点
施
設

北
木
島
を
巡
る
上
で
拠
点
と
な
る
の
が
、

豊
浦
港
に
ほ
ど
近
い「K

ケ
ー
ズ

ʼs L

ラ

ボ

ABO

」だ
。
江

戸
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
島
の
石
材
業
の
歴

史
に
つ
い
て
、
当
時
の
写
真
や
道
具
と
と
も

に
学
習
で
き
る「
ス
ト
ー
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

や
、
地
元
の
鯛
で
出
汁
を
と
っ
た
ラ
ー
メ
ン

な
ど
の
食
事
を
楽
し
め
る
カ
フ
ェ
を
備
え
た

複
合
施
設
で
、
自
転
車
な
ど
の
貸
し
出
し
も

行
な
っ
て
い
る
。

石切りの渓谷展望台。取材当日には、広島県の私立英数学
館高校の生徒たちが見学に訪れていた。

鶴田石材の鶴田康範代表。



142

料
理
の
調
理
も
含
め
て
、
普
段
は
一
人
で

施
設
の
管
理
運
営
を
担
う
近
藤
静
代
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
北
木
島
で
石
材
加
工
業
を
創
業
し
、

現
在
は
笠
岡
本
土
側
で
石
材
卸
業
を
手
掛
け

て
い
る
鳴な

る

本も
と

石
材
株
式
会
社
の
鳴
本
哲
矢
さ

ん
が
、「
か
つ
て
の
石
材
業
の
歴
史
を
伝
え
た

い
」
と
平
成
二
九
年
にKʼs LABO

を
開
業

し
た
と
い
う
。

現
在
で
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
石
の
歴
史

を
学
ん
だ
上
で
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
で
島
を

巡
る
観
光
客
が
多
く
、
日
本
遺
産
認
定
に
よ

り
修
学
旅
行
や
社
会
科
見
学
で
来
島
す
る
団

体
な
ど
も
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
地
元
の
北

木
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
が
ふ
ら
っ
と
遊
び

に
く
る
こ
と
も
あ
る
。「
島
の
皆
さ
ん
が
も
と

も
と
大
事
に
し
て
い
た
歴
史
や
文
化
が
日
本

遺
産
に
認
定
さ
れ
た
。コ
ロ
ナ
も
明
け
て
、よ

り
大
勢
の
方
々
が
訪
れ
る
こ
と
で
、
島
外
の

人
に
も
広
く
価
値
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
、
近
藤
さ
ん
は
期
待
を
寄
せ
る
。

映
画
館
を
再
生
し
た
島
唯
一
の
劇
場

「
次
週
は
『
夜
霧
よ
今
夜
も
有
難
う
』
の
公

開
で
す
。
魅
力
あ
ふ
れ
る
石
原
裕
次
郎
の
ヒ

ッ
ト
曲
に
乗
せ
て
…
…
」

北
木
西
公
民
館
の
友
野
雅
典
館
長
が
、
か

つ
て
実
際
に
「
光
劇
場
」
で
使
わ
れ
て
い
た

予
告
文
を
読
ん
で
く
れ
た
。
石
材
業
が
最
盛

期
だ
っ
た
こ
ろ
の
北
木
島
に
は
、
約
七
千
人

も
の
人
口
が
あ
り
、
皆
の
娯
楽
の
中
心
は
映

画
だ
っ
た
。
島
に
は
映
画
館
が
四
つ
も
あ
り
、

金
風
呂
地
区
に
あ
る
「
光
劇
場
」
も
そ
の
一

つ
と
し
て
、
住
民
た
ち
の
余
暇
に
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
同
劇
場
は
、
島
出

身
の
笠
岡
市
議
会
議
員
・
赤
瀬 

光
氏
が
開
業

し
、
昭
和
二
七
年
ご
ろ
か
ら
四
二
年
ご
ろ
に

か
け
て
営
業
し
て
い
た
と
い
う
。

当
時
を
良
く
知
る
「
北
木
お
ば
さ
ん
会
」

の
方
々
は
、「
集
落
に
あ
る
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

あ
ら
す
じ
の
放
送
が
流
れ
る
と
、
ウ
キ
ウ
キ

と
出
か
け
て
い
っ
た
。
あ
ん
ま
り
裕
福
で
は

な
か
っ
た
か
ら
、
ビ
ラ
配
り
を
手
伝
っ
て
観

賞
代
を
無
料
に
し
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
た
」
と
、
思
い
出
を
笑
顔
で
話
し
て
く

れ
た
。

閉
館
し
た
劇
場
に
再
び
光
が
当
た
っ
た
の

が
平
成
二
六
年
。
複
数
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

北
木
島
北
部
で
創
作
を
行
な
う
「
ノ
ー
ス
デ

ザ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
実
施
さ
れ
、
映

像
作
家
の
吉
川
寿
人
さ
ん
が
島
の
石
材
業
に

つ
い
て
紹
介
す
る
約
二
〇
分
の
映
像
を
制
作

し
た
。
こ
の
過
程
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
者

が
眠
っ
て
い
た

0

0

0

0

0

光
劇
場
を
見
つ
け
、
制
作
映

「K's LABO」の「ストーンミュージアム」では北木島の石材業
の歴史を学べる。
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の
会
」
へ
名
前
が
改
め
ら
れ
、
西
公
民
館
を

窓
口
と
し
て
、
地
域
の
有
志
た
ち
が
運
営
を

担
っ
て
い
る
。
映
像
は
、
土
日
・
祝
日
の
昼
、

ま
た
は
予
約
制
に
て
観
賞
す
る
こ
と
が
で
き
、

併
設
さ
れ
た
「
島
カ
フ
ェ
」
で
は
コ
ー
ヒ
ー

な
ど
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。
映
像
を
五

分
ほ
ど
に
ま
と
め
た
英
語
字
幕
版
も
制
作
し

て
お
り
、
海
外
か
ら
の
観
光
客
に
も
好
評
を

得
て
い
る
と
い
う
。

高
品
質
の
牡
蠣
を
国
内
外
へ
出
荷

島
の
北
東
部
に
位
置
す
る
水
産
会
社
「
勇ゆ

う

和わ

水
産
」。主
要
な
事
業
は
平
成
一
三
年
か
ら

始
め
た
牡
蠣
養
殖
だ
。
代
表
の
藤
井
和か

ず

平ひ
ら

さ

ん
は
、
宮
城
県
な
ど
全
国
各
地
の
牡
蠣
養
殖

へ
勉
強
に
出
向
き
、
近
年
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

新
技
術
を
導
入
す
る
な
ど
、
事
業
経
営
の
安

定
・
拡
大
を
模
索
し
て
い
る
。

「
北
木
島
周
辺
海
域
は
、
本
土
と
比
較
し
て

河
川
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
牡
蠣
の
成
長
が

遅
い
。
通
常
、
夏
に
産
卵
の
た
め
身
痩
せ
し

て
し
ま
う
が
、
三
倍
体
（
通
常
二
対
か
ら
な
る

染
色
体
を
三
対
持
つ
種
苗
）で
あ
れ
ば
繁
殖
を
し

な
い
分
、
そ
の
時
季
で
も
出
荷
が
で
き
る
」

一
般
的
に
牡
蠣
養
殖
で
使
用
さ
れ
て
い
る

筏
で
の
吊
り
下
げ
方
式
は
、
牡
蠣
の
種
苗
を

付
着
さ
せ
る
ホ
タ
テ
殻
や
筏
そ
の
も
の
が
使

用
後
に
ゴ
ミ
と
な
る
た
め
、
延
縄
式
へ
の
切

り
替
え
を
進
め
る
な
ど
、
持
続
可
能
な
漁
業

に
向
け
た
取
り
組
み
も
行
な
っ
て
い
る
と
い

う
。
ま
た
、
勇
和
水
産
で
は
殻
付
き
で
牡
蠣

を
出
荷
し
て
い
る
の
で
、
形
の
綺
麗
な
牡
蠣

が
求
め
ら
れ
る
。
シ
ン
グ
ル
シ
ー
ド（
牡
蠣
を

付
着
さ
せ
ず
に
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
籠
に
入
れ
る
手

法
）
も
試
み
て
い
る
が
、
殻
へ
の
フ
ジ
ツ
ボ

固
着
を
防
ぐ
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
将

来
的
に
は
陸
上
養
殖
の
導
入
も
検
討
し
て
い

る
。同

社
の
取
り
組
み
は
養
殖
技
術
の
改
善
・

改
良
に
留
ま
ら
ず
、
出
荷
方
法
に
ま
で
お
よ

ぶ
。
牡
蠣
を
低
周
波
で
揺
ら
す
こ
と
で
細
胞

を
壊
さ
ず
冷
凍
す
る
「D

デ

ン

バ

EN
BA

＋プ
ラ
ス

」
と
い

う
機
械
を
導
入
し
、
冷
凍
牡
蠣
の
主
力
商
品

化
に
成
功
し
た
。
藤
井
さ
ん
に
よ
る
と
、
牡

像
の
上
映
場
所
と
し
て
再
整
備
す
る
た
め

「
光
劇
場
復
活
友
の
会
」
が
発
足
し
た
と
い

う
。
同
友
の
会
の
馬う

ま

越こ
し

紀
久
子
さ
ん
は
「
劇

場
の
復
活
に
向
け
て
防
火
・
耐
震
な
ど
の
高

い
ハ
ー
ド
ル
が
あ
り
、
一
時
は
諦
め
そ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
メ
ン
バ
ー
の
竹
本
公ひ

と

子こ

さ
ん
の
『
頑
張
ろ
う
や
！
』
の
一
言
で
皆
が

奮
い
立
っ
た
」
と
振
り
返
る
。

現
在
、「
復
活
友
の
会
」
か
ら
「
光
劇
場
友「光劇場」の運営を担う皆さん。



144

蠣
の
価
格
は
通
常
一
二
月
が
ピ
ー
ク
で
そ
れ

以
降
下
が
っ
て
い
く
が
、
本
当
に
美
味
し
い

の
は
二
月
か
ら
三
月
。
冷
凍
な
ら
ば
一
年
を

通
じ
て
同
じ
価
格
で
最
も
美
味
し
い
状
態
の

牡
蠣
を
提
供
で
き
る
と
い
う
。
購
入
者
か
ら

は
、「
生
牡
蠣
以
上
に
美
味
し
い
」
と
の
声
も

多
い
そ
う
だ
。
こ
の
冷
凍
牡
蠣
は
、
国
内
に

留
ま
ら
ず
タ
イ
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
海
外

へ
も
輸
出
し
て
い
る
。

「
今
後
、
自
社
の
船
を
移
動
式
オ
イ
ス
タ
ー

バ
ー
に
改
造
し
、
養
殖
現
場
を
見
学
し
な
が

ら
牡
蠣
を
食
べ
て
も
ら
お
う
と
構
想
し
て
い

る
。
島
に
来
た
人
の
思
い
出
に
残
り
、
喜
ん

で
く
れ
た
ら
嬉
し
い
」

高
齢
者
支
援
を
担
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ

人
口
の
約
七
割
が
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者

で
あ
る
北
木
島
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
か
さ
お
か
島

づ
く
り
海が

い

社し
ゃ

（
平
成
一
八
年
設
立
）
は
、
北
木

島
に
本
部
を
置
き
、
笠
岡
諸
島
全
体
の
生
活

課
題
の
解
決
や
交
流
人
口
の
増
加
を
目
指
し
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運

営
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
福
祉
事
業
の
困
難
さ
に
つ

い
て
、
鳴
本
浩
二
理
事
長
は
「
島
の
住
民
が

コ
ロ
ナ
で
自
宅
療
養
と
な
っ
た
時
、
う
ち
の

職
員
が
感
染
リ
ス
ク
を
負
っ
た
上
で
食
事
な

ど
を
届
け
に
い
く
し
か
な
か
っ
た
。
島
内
も

ピ
リ
ピ
リ
し
て
い
て
、本
土
か
ら
戻
る
と『
ど

こ
に
行
っ
て
い
た
？
』
と
強
い
口
調
で
聞
か

れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
笠
岡
諸
島
の
住

民
が
集
う
イ
ベ
ン
ト
『
島
の
運
動
会
』
も
中

止
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
振
り
返
る
。

幸
い
に
も
行
政
や
地
域
住
民
に
よ
る
コ
ロ
ナ

対
策
が
功
を
奏
し
、
北
木
島
を
含
む
笠
岡
諸

島
で
は
大
規
模
な
ク
ラ
ス
タ
ー
は
生
じ
な
か

っ
た
。
島
の
運
動
会
も
住
民
か
ら
の
再
開
希

望
の
声
を
受
け
て
、
今
年
度
は
開
催
す
る
見

込
み
だ
と
い
う
。

島
づ
く
り
海
社
は
、
笠
岡
市
か
ら
委
託
を

受
け
、「
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
（
グ

リ
ス
ロ
。
時
速
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
公
道
を

走
る
電
気
自
動
車
）」を
運
行
し
て
い
る
。
令
和

元
年
の
国
土
交
通
省
の
実
証
事
業
を
契
機
に

グ
リ
ス
ロ
を
導
入
、
同
四
年
一
〇
月
か
ら
は

予
約
制
タ
ク
シ
ー
と
し
て
、
年
末
年
始
・
盆

休
み
を
除
く
毎
日
八
～
一
七
時
に
運
行
し
て

い
る
。
現
在
の
利
用
者
は
年
間
約
四
千
人
で
、

観
光
客
に
よ
る
利
用
に
加
え
て
、
地
域
住
民

の
足
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
料
金
は

島
内
同
一
区
域
内
百
円
、
区
域
間
は
二
百
円

かさおか島づくり海社の鳴本浩二
理事長。

勇和水産の藤井和平代表。
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だ
が
、
島
在
住
の
六
五
歳
以
上
は
無
料
と
な

っ
て
い
る
。
港
か
ら
自
宅
ま
で
運
転
手
が
荷

物
を
届
け
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、住
民
の「
福

祉
タ
ク
シ
ー
」と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

「
島
づ
く
り
海
社
と
し
て
、
今
後
は
特
産
品

開
発
に
よ
り
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
。
島
の

住
民
は
、品
物
を
作
る
こ
と
は
得
意
だ
が
、販

路
開
拓
や
情
報
発
信
を
苦
手
と
し
て
い
る
の

で
、
そ
こ
を
担
っ
て
い
け
れ
ば
。
高
齢
者
を

相
手
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ス
ピ
ー
ド
感

が
大
事
。
一
年
以
内
に
実
現
さ
せ
た
い
」
と
、

鳴
本
理
事
長
は
意
気
込
み
を
語
っ
た
。

二
四
時
間
対
応
と
な
っ
た
諸
島
の
急
患
搬
送

北
木
島
を
含
む
笠
岡
諸
島
に
は
常
勤
の
医

師
・
看
護
師
は
お
ら
ず
、
月
に
数
回
の
訪
問

診
療
や
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
急
患
搬
送
に
対
応
す
る
た
め
に
建

造
さ
れ
、
令
和
五
年
度
に
導
入
さ
れ
る
の
が

救
急
艇
「
み
た
け
」（
約
一
九
ト
ン
）
で
あ
る
。

船
内
に
は
、
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
、
酸
素
吸
引

器
、Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
な
ど
救

救
急
艇
の
建
造
に
よ
る
二
四
時
間
態
勢
の
急

患
搬
送
な
ど
、
行
政
、
島
の
団
体
や
住
民
が

一
体
と
な
っ
て
持
続
可
能
な
島
づ
く
り
に
取

り
組
む
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
文
・
石
川
／
写
真
・
小
原
佐
和
子
）

（
本
号
巻
頭
グ
ラ
ビ
ア
も
あ
わ
せ
て
お
読
み
く
だ
さ
い
）

急
車
と
同
等
の
設
備
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

笠
岡
地
区
消
防
組
合
高
森
恒つ

ね

行ゆ
き

課
長
は
「
こ

れ
ま
で
は
島
で
急
患
が
発
生
し
た
場
合
、
委

託
船
で
本
土
ま
で
搬
送
後
、
港
で
救
急
車
に

移
し
替
え
、
そ
こ
か
ら
救
急
処
置
が
開
始
さ

れ
て
い
た
。
救
急
艇
導
入
後
は
、
救
急
隊
員

が
直
接
出
動
し
患
者
に
す
ぐ
に
処
置
を
開
始

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
土
の
港
に
着
く
前

に
病
院
側
と
搬
送
先
な
ど
の
や
り
取
り
を
進

め
る
こ
と
も
可
能
」と
話
す
。
み
た
け
は
、船

長
四
名
体
制
を
組
む
こ
と
で
二
四
時
間
稼
働

可
能
。
巡
行
速
度
二
七
ノ
ッ
ト
で
、
現
地
に

迅
速
に
駆
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
ク

タ
ー
ヘ
リ
が
出
動
で
き
な
い
夜
間
も
稼
働
で

き
る
の
は
大
き
な
強
み
だ
。
四
月
か
ら
の
訓

練
期
間
を
経
て
、
七
月
よ
り
本
格
稼
働
さ
れ

る
予
定
。
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
来
島
者
に
と

っ
て
も
心
強
い
存
在
と
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

「
石
の
島
」
の
歴
史
を
活
か
し
た
観
光
振
興
、

牡
蠣
養
殖
を
は
じ
め
と
す
る
水
産
振
興
、
新

技
術
を
活
用
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
摸
索
と

救急車と同様の設備を備える救急艇「みたけ」。


