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仕
入
れ
る
自
社
船
」

と
「
島
の
小
売
業
者

が
本
土
の
卸
売
業
者

に
発
注
し
た
も
の
を

島
に
運
ん
で
く
る
運

送
委
託
船
」
の
大
き

く
二
種
類
に
分
け
ら

れ
、
お
も
な
航
路
は

光
市
・
室む

ろ

積づ
み

港
、
平ひ

ら

生お

町
・
水み

ず

場ば

港
、
柳

井
市
・
柳
井
港
の
三

路
線
で
あ
っ
た
。
各

筆
者
を
含
め
お
よ
そ
三
百
人
が
暮
ら
す
祝い

わ
い

島
に
は
、
島
と
本
土
（
室

津
港
・
上
関
港
・
柳やな
　
い井

港
）
を
結
ぶ
毎
日
三
便
の
定
期
船
と
は
別
に
、〈
渡と

海か
い

船せ
ん

〉
が
島
と
本
土
を
往
来
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
現
在
祝
島
に
残

る
唯
一
の
渡
海
船
「
清し

水み
ず

丸
」
を
経
営
す
る
清
水
康
博
さ
ん
（
三
一
歳
）

や
住
民
の
皆
さ
ん
へ
の
聞
き
取
り
な
ど
を
も
と
に
、
祝
島
に
お
け
る
渡

海
船
の
歴
史
と
現
状
、
今
後
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

島
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
渡
海
船

昭
和
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
の
祝
島
は
、
現
在
の
一
〇
倍
に
も
あ

た
る
三
千
人
以
上
の
人
口
を
抱
え
、
渡
海
船
も
最
大
七
隻
（
七
事
業
者
）

存
在
し
た
。
渡
海
船
は
「
島
に
店
舗
を
構
え
、
そ
こ
で
販
売
す
る
品
を 渡

海
船

山
口
県
祝
島
　
秋
山 

鈴
明

島
の
暮
ら
し
を
支
え
る

渡
海
船
の
い
ま
・
む
か
し

5km

祝島

室積港（光）
水場港（平生）

柳井港（柳井）

牛島

八島

上関町

上関港（上関）

室津港（上関）
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所
要
時
間
（
片
道
。
清
水
丸
が
経
済
速
力
で
走
行
し
た
場
合
）
は
、
三
〇
分
・

四
〇
分
・
七
〇
分
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
、
祝
島
に
は
食
料

品
店
か
ら
呉
服
屋
、
建
築
材
店
ま
で
六
〇
社
ほ
ど
の
小
売
業
者
が
存
在

し
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
島
外
か
ら
の
商
品
の
仕
入
れ
を
渡
海
船

に
頼
っ
て
い
た
と
い
う
。

 「
荷
を
頼
ま
れ
れ
ば
船
を
出
す
」
の
が
渡
海
船
で
あ
る
。
島
で
作
れ
な

い
も
の
は
す
べ
て
運
ん
だ
、
と
い
う
ほ
ど
運
搬
し
た

荷
物
は
多
岐
に
わ
た
り
、
積
荷
か
ら
島
の
歴
史
や
当

時
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
食
糧
難
の
時
代
、
水

の
少
な
か
っ
た
祝
島
に
田
は
わ
ず
か
し
か
な
く
、
米

は
島
外
か
ら
仕
入
れ
て
い
た
。
一
方
、
島
の
山
頂
ま

で
段
々
畑
が
広
が
り
、
芋
や
麦
を
育
て
て
い
た
。
当

時
を
知
る
島
で
最
初
の
渡
海
船
「
祝
島
丸
」
は
、
島

内
で
収
穫
し
た
小
麦
を
本
土
へ
運
び
、
製
粉
し
て
持

ち
帰
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
小
麦
粉
は
、
法

事
の
際
に
お
供
え
す
る
団
子
に
な
っ
た
。

か
つ
て
、
田
畑
の
耕
起
に
は
牛
が
使
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
名
残
は
、
牛
小
屋
だ
っ
た
小
さ
な
建
物
や
間
取

り
と
し
て
今
も
家
々
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

牛
を
飼
う
農
家
は
、
仔
牛
を
家
畜
市
場
へ
と
出
荷
す

る
。こ
の
牛
も
渡
海
船
で
運
ば
れ
た
。「
牛
も
わ
か
る

ん
じ
ゃ
ろ
う
、
乗
り
た
が
ら
ん
の
じ
ゃ
。（
船
に
乗
せ
る
の
に
）
騒
動
し
よ

っ
た
」
と
、
か
つ
て
の
苦
労
話
が
絶
え
な
い
。
そ
の
頃
の
島
に
は
浮
き

桟
橋
も
波
止
も
な
く
、
砂
利
浜
か
ら
停
泊
す
る
船
ま
で
大
き
な
板
（
歩

み
板
）
を
渡
し
て
船
と
陸お

か

を
行
き
来
し
て
い
た
。
柵
も
な
く
落
ち
れ
ば

海
、
重
さ
が
か
か
れ
ば
撓し

な

る
板
の
上
を
歩
か
せ
る
の
だ
か
ら
、
牛
が
嫌

が
る
の
も
無
理
は
な
い
。
一
度
に
一
〇
頭
は
運
ん
だ
と
い
い
、「
乗
っ
た祝島は平地が少なく、集落は港周辺に固まっている。
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れ
た
。「
生
」
も
あ
れ
ば
「
死
」
に
も
直
面
す
る
。
島
内
に
火
葬
場
が
あ

っ
た
こ
ろ
は
、
本
土
の
病
院
な
ど
で
亡
く
な
っ
た
方
を
、
死
亡
届
と
と

も
に
島
へ
運
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
近
代
化
と
と
も
に
生
死
が
島
内
で
完

結
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
渡
海
船
が
そ
の
橋
渡
し
の
役
目
を

果
た
し
て
き
た
。

港
は
人
が
集
う
場
所
だ
っ
た
。
島
に
帰
っ
て
く
る
船
の
姿
が
見
え
れ

ば
、「
潮
が
ひ
っ
ち
ょ
る
け
え
（
干
潮
で
波
止
と
船
の
間
に
高
い
段
差
が
生
ま

れ
る
か
ら
）、
大
変
じ
ゃ
ろ
う
」
と
自
ず
と
そ
こ
に
人
が
集
ま
り
、
バ
ケ

ツ
リ
レ
ー
で
荷
揚
げ
を
し
た
。
渡
海
船
は
、
文
字
通
り
「
衣
食
住
」
の

す
べ
て
に
お
い
て
島
の
暮
ら
し
を
根
っ
こ
か
ら
支
え
て
き
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

農
業
生
産
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
渡
海
船
の
稼
働

戦
後
か
ら
昭
和
四
十
年
代
に
か
け
て
、
祝
島
か
ら
島
外
へ
の
輸
出

0

0

品

の
多
く
が
、
段
々
畑
で
育
っ
た
ミ
カ
ン
や
ビ
ワ
な
ど
の
農
産
物
で
あ
っ

た
。
島
内
に
平
地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
不
利
的
条
件
に
も
関
わ
ら

ず
、
漁
業
を
も
上
回
る
ほ
ど
の
生
産
力
・
収
入
額
を
誇
っ
て
い
た
農
業

は
、
渡
海
船
の
稼
働
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
の
一
つ
だ
と
い
え

る
。
な
お
水
産
物
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
漁
協
が
保
有
・
運
用
す
る
水

槽
を
積
載
し
た
専
用
船
が
利
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
渡
海
船
が
積
む
水

産
物
関
連
の
荷
物
は
、
戦
後
す
ぐ
の
こ
ろ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
鰯い

わ
し

網

あ
と
の
掃
除
も
大
変
じ
ゃ
っ
た
」
と
、
懐
か
し
む
声
も
あ
っ
た
。

渡
海
船
は
、
人
々
の
移
動
手
段
と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
。
昭
和
三
十

年
代
、
宇う

部べ

の
炭
鉱
が
廃
鉱
と
な
り
、
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
い
た
家
族
が

島
に
引
き
上
げ
て
き
た
。
彼
ら
の
移
動
や
引
っ
越
し
の
た
め
に
島
と
宇

部
を
往
復
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
祝
島
に
は
中
学
校
ま
で
し
か
な
い
た
め
、
子
ど
も
を
高
校
に

進
学
さ
せ
る
に
は
下
宿
代
が
必
要
と
な
る
。そ
の
費
用
を
稼
ぐ
た
め
、出

稼
ぎ
へ
出
る
者
も
多
か
っ
た
。
特
に
、
冬
の
厳
し
い
西
風
に
よ
る
時し

化け

の
た
め
出
漁
で
き
な
い
日
が
増
え
る
漁
師
た
ち
は
、
酒
蔵
に
杜
氏
と
し

て
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
。
そ
の
帰
り
の
引
っ
越
し
荷
物
と
お
土
産
の
大
量

の
お
酒
を
運
ん
だ
の
も
、
渡
海
船
だ
っ
た
。

島
に
山
を
持
つ
者
は
、
木
を
伐
り
出
し
て
丸
太
に
し
た
。
こ
の
丸
太

を
本
土
へ
運
搬
す
る
の
も
渡
海
船
の
役
目
で
、
逆
に
本
土
で
製
材
し
た

木
材
を
島
に
持
ち
帰
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
島
の
住
民
は
、
そ
う
や
っ
て

家
を
建
て
た
り
、
修
繕
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
練
炭
に
代
わ
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
っ
た
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
も
運
ん
で
い
る
。

加
え
て
、
深
夜
な
ど
定
期
船
の
運
航
時
間
以
外
の
急
患
搬
送
な
ど
も

担
っ
て
き
た
。
島
に
産
婆
さ
ん
が
不
在
と
な
り
、
出
産
は
本
土
の
病
院

で
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
出
産
間
近
の
妊
婦
を
運
ぶ
こ
と
も
あ

る
。
波
に
揺
ら
れ
る
か
ら
か
、
船
内
で
産
気
づ
き
、
そ
の
ま
ま
出
産
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
巡
り
合
わ
せ
の
あ
っ
た
船
は
、

「
ま
ん
が
え
え
（
運
が
い
い
）」
と
さ
れ
、「
栄
え
る
」
と
あ
り
が
た
が
ら
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数
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
同
五
十
年
代
に
ミ
カ
ン
の
価
格
が
下
落
、
オ
レ
ン
ジ
の
輸

入
自
由
化
が
決
め
手
と
な
っ
て
生
産
量
が
激
減
し
、
祝
島
の
ミ
カ
ン
栽

培
も
風
前
の
灯
火
と
な
る
。
残
っ
た
農
家
は
ミ
カ
ン
に
代
わ
っ
て
ビ
ワ

栽
培
に
取
り
組
ん
だ
。
ビ
ワ
は
、
果
樹
袋
を
使
っ
た
栽
培
方
法
の
導
入

な
ど
技
術
革
新
も
あ
っ
て
品
質
が
向
上
し
、
バ
ラ
で
は
な
く
小
分
け
の

パ
ッ
ク
に
梱
包
さ
れ
て
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
渡
海
船
に
と
っ

て
は
、
箱
数
が
増
え
る
の
で
収
益
性
の
高
い
品
種
だ
っ
た
が
、
ミ
カ
ン

は
保
管
が
効
く
の
で
週
二
、
三
回
の
運
航
で
済
ん
だ
も
の
が
、
ビ
ワ
は

鮮
度
保
持
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
船
を
走
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。
な
お
、
ミ
カ
ン
や
ビ
ワ
を
積
ん
だ
帰
り
荷
と
し
て
肥
料
を
積

ん
だ
。
農
家
は
収
穫
後
に
「
お
礼れ

い

肥ご
え

」
と
し
て
追
肥
を
施
し
た
と
い
う
。

現
在
、
島
に
わ
ず
か
に
残
る
果
樹
農
家
も
、
高
齢
化
や
後
継
者
不
足

に
加
え
て
イ
ノ
シ
シ
な
ど
に
よ
る
鳥
獣
被
害
も
重
な
り
、
引
退
に
拍
車

が
か
か
っ
て
い
る
。
生
産
量
は
大
き
く
減
少
し
、ビ
ワ
や
ミ
カ
ン
は
、ま

と
め
て
農
協
に
出
荷
す
る
と
い
う
よ
り
、
個
包
装
さ
れ
た
も
の
を
住
民

が
贈
答
用
と
し
て
買
い
求
め
、
宅
配
業
者
を
通
し
て
島
の
外
へ
運
ば
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

島
唯
一
の
渡
海
船
が
運
ぶ
も
の

現
在
、
祝
島
に
残
る
唯
一
の
渡
海
船
「
清
水
丸
」
は
、
も
と
も
と
島

かつて営んでいた青果店の店内。

漁
に
よ
る
乾
燥
い
り
こ
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。

昭
和
三
十
年
代
に
国
策
に
よ
っ
て
、
芋
や
麦
の
段
々
畑
や
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
で
整
地
さ
れ
た
畑
で
も
ミ
カ
ン
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

清
水
康
博
さ
ん
の
父
で
二
代
目
の
敏
保
さ
ん
に
よ
る
と
、
当
時
、
清
水

丸
で
は
島
で
青
果
店
も
営
ん
で
お
り
、
高
齢
農
家
の
サ
ポ
ー
ト
も
兼
ね

て
山
へ
ミ
カ
ン
を
穫
り
に
行
く
と
こ
ろ
か
ら
が
仕
事
だ
っ
た
と
い
う
。

店
の
中
に
ミ
カ
ン
の
選
果
機
が
置
か
れ
、サ
イ
ズ
ご
と
に
箱
詰
め
し
、出

来
上
が
っ
た
箱
か
ら
船
に
積
み
、
翌
朝
室
積
港
で
仲
買
い
に
卸
す
。
一

二
月
半
ば
か
ら
二
月
半
ば
ご
ろ
ま
で
で
六
千
箱
以
上
に
な
っ
た
と
の
こ

と
だ
が
、
そ
れ
で
も
清
水
丸
が
取
り
扱
っ
た
の
は
島
内
生
産
量
の
お
よ

そ
一
割
程
度
で
あ
っ
た
。
島
に
は
ミ
カ
ン
を
中
心
に
運
ぶ
渡
海
船
が
複
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業
を
継
承
し
て
い
る
。

清
水
丸
の
出
航
日
の
一
日
の
流
れ
は
、
一
人
も
し
く
は
二
人
の
乗
員

で
朝
六
時
二
〇
分
に
島
を
出
港
、
七
時
前
に
水
場
港
着
。
本
土
で
の
作

業
は
大
き
く
二
つ
あ
り
、
一
つ
目
は
「
買
い
物
代
行
」
と
し
て
車
で
平

生
町
や
柳
井
市
の
ス
ー
パ
ー
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
買
い
出
し
に

行
く
こ
と
。
こ
の
作
業
を
一
、
二
時
間
程
度
で
済
ま
せ
、
そ
の
後
は
港

で
待
機
す
る
。
二
つ
目
が
、
近
隣
の
卸
売
業
者
が
船
ま
で
運
ん
で
き
た

内
で
青
果
店
を
営
み
、
下く

だ

松ま
つ

市
の
青
果
市
場
か
ら
野

菜
・
果
物
を
仕
入
れ
、
島
の
住
民
向
け
に
販
売
を
し

て
い
た
。
当
初
は
「
自
社
船
」
で
は
な
く
、
他
の
渡

海
船
に
商
品
の
海
上
運
送
を
委
託
し
て
い
た
が
、
昭

和
四
十
年
代
に
漁
船
を
改
造
し
た
自
社
船
で
室
積
港

と
祝
島
間
の
運
航
を
は
じ
め
た
。
そ
の
後
、
本
土
か

ら
島
に
商
品
を
仕
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
農
繁
期
に

は
島
産
の
ミ
カ
ン
や
ビ
ワ
を
島
外
へ
運
搬
す
る
役
割

も
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

高
齢
化
・
人
口
減
少
な
ど
に
よ
る
島
～
本
土
の
貨

物
の
減
少
を
受
け
、
次
第
に
既
存
の
渡
海
船
業
者
が

引
退
し
て
い
く
な
か
、
清
水
丸
の
経
営
は
、
青
果
店

か
ら
島
内
の
小
売
業
者
が
本
土
か
ら
仕
入
れ
る
商
品

な
ど
の
運
送
を
請
け
負
う
業
務
が
中
心
と
な
っ
て
い

く
。
そ
れ
に
伴
い
、
昭
和
五
九
年
に
は
室
積
港
か
ら

柳
井
港
に
路
線
を
変
更
、
船
を
新
造
し
、
週
に
二
、
三
往
復
運
航
し
た
。

令
和
三
年
春
、さ
ら
な
る
人
口
減
に
よ
る
貨
物
数
の
減
少
に
加
え
、原

油
高
騰
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
本
土
側
の
港
を
水

場
港
に
変
更
。
現
在
、
週
二
回
（
月
・
木
曜
）、
島
と
本
土
を
往
復
し
て

い
る
。
な
お
、
清
水
丸
の
大
き
さ
は
七
・
三
ト
ン
、
全
長
一
四
・
一
メ

ー
ト
ル
。
時
速
約
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
走
行
す
る
。
当
初
よ
り
家
族

経
営
を
続
け
、
い
ま
は
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
康
博
さ
ん
が
三
代
目
と
し
て
事

限られた船内・船上のスペースを有効活用するため、荷物はきちんと整
理して運ぶ。
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お
も
な
積
み
荷
は
以
下
の
通
り
。

食
品
・
日
用
品

祝
島
に
は
商
店
（
よ
ろ
ず
や
）
が
五
軒
、
酒
屋
が
二
軒
、
仕
出
し
業
者

が
一
軒
、
大
工
が
三
軒
、
左
官
が
一
軒
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
清
水

丸
を
利
用
し
て
い
る
（
柳
井
港
を
発
着
す
る
定
期
船
も
併
用
）。
荷
物
の
大
部

分
は
食
品
や
日
用
品
が
占
め
る
が
、
建
築
資
材
や

セ
メ
ン
ト
な
ど
も
運
ぶ
。
こ
の
ほ
か
木
造
船
の
船

大
工
の
依
頼
で
、原
材
（
丸
太
を
ス
ラ
イ
ス
し
た
も
の
）

も
運
ん
で
い
る
。

本
土
側
の
卸
売
業
者
の
配
達
可
能
エ
リ
ア
の
都

合
に
よ
っ
て
、
水
場
港
な
ら
清
水
丸
、
柳
井
港
な

ら
定
期
船
と
い
う
使
い
分
け
に
な
っ
て
い
る
。
清

水
丸
は
、
令
和
二
年
の
路
線
変
更
ま
で
柳
井
港
に

着
い
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
清
水
丸
に
委
託
し

て
い
た
荷
物
を
定
期
船
に
移
行
し
た
と
い
う
ケ
ー

ス
も
あ
る
。

本
土
側
の
業
者
は
、
八
百
屋
・
魚
（
冷
凍
品
が
中

心
）・
肉
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
飲
料
・
乾
物
・
酒
・
菓

子
・
日
用
品
・
醤
油
・
出
荷
用
ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど

と
細
か
く
分
か
れ
、
そ
の
多
く
が
小
規
模
・
家
族

経
営
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
業
者
は
、
人
口
密
集
地

荷
物
を
順
次
、
積
み
込
む
作
業
で
あ
る
。
現
在
、
最
大
で
二
〇
業
者
と

の
取
り
引
き
が
あ
る
の
で
、
休
む
間
も
な
い
荷
積
み
作
業
と
な
る
。
こ

の
時
の
荷
物
は
、
島
内
の
小
売
業
者
が
各
々
に
注
文
し
た
も
の
で
あ
る
。

午
前
一
一
時
に
水
場
港
を
出
発
、一
一
時
三
〇
分
ご
ろ
に
島
に
帰
着
。そ

の
後
、
船
か
ら
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
替
え
、
島
内
の
各
店
や
買
い
物
代

行
を
依
頼
し
た
個
人
に
配
達
し
て
い
く
。

軽トラックを運搬する清水丸。
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祝島でのプロパンガスの荷降ろしの様子。

だ
け
で
な
く
近
隣
島
し
ょ
部
や
山
間
地
域
も
長
ら
く
商
売
相
手
に
し
て

き
た
と
い
う
。
祝
島
の
暮
ら
し
も
、
こ
う
し
た
小
規
模
な
経
営
体
に
よ

り
支
え
ら
れ
て
き
た
側
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
島
の
業
者
が
廃
業
し
て

き
た
の
と
同
じ
傾
向
が
、
大
型
ス
ー
パ
ー
の
進
出
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
本
土
の
小
規
模
事
業
者
に
も
生
じ
て
き
て
い
る
。

肥
料

半
農
半
漁
の
暮
ら
し
が
残
る
祝
島
で
は
、
住
民
の
ほ
と
ん
ど
が
家
庭

菜
園
を
持
ち
、
野
菜
な
ど
を
自
給
し
て
い
る
。
農
作
物
の
栽
培
に
欠
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
肥
料
の
運
搬
量
は
ま
だ
多
く
、
と
き
に
肥
料
を
運

ぶ
た
め
だ
け
に
船
を
走
ら
せ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

車
両

定
期
船
に
車
を
積
載
で
き
な
い
た
め
、
本
土
か
ら
車
を
仕
入
れ
る
と

き
や
、
車
検
で
島
か
ら
本
土
へ
車
を
運
ぶ
と
き
、
逆
に
車
検
を
終
え
て

島
に
持
ち
帰
る
と
き
の
車
両
運
搬
を
清
水
丸
が
担
う
。
島
で
走
る
車
は
、

ほ
と
ん
ど
が
軽
ト
ラ
ッ
ク
で
、
自
治
会
が
管
理
す
る
ク
レ
ー
ン
が
設
置

さ
れ
た
波
止
か
ら
車
を
揚
げ
降
ろ
し
す
る
。
軽
ト
ラ
ッ
ク
は
船
の
後
部

に
積
ま
れ
る
。

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

消
費
が
増
え
る
冬
場
は
毎
週
一
回
、
空
に
な
っ
た
ガ
ス
ボ
ン
ベ
（
二
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康
博
さ
ん
の
父
の
敏
保
さ
ん
は
、「
次
に
エ
ン
ジ
ン
が
壊
れ
た
ら
、ど

う
し
よ
う
か
」
と
漏
ら
す
。「（
荷
物
は
減
少
し
て
も
）
島
の
た
め
、
こ
れ

ま
で
儲
け
ら
せ
て
も
ら
っ
た
か
ら
（
生
活
さ
せ
て
も
ら
っ
た
か
ら
）
そ
の
お

礼
に
」
と
い
う
気
持
ち
で
渡
海
船
を
続
け
て
き
た
と
い
う
。
康
博
さ
ん

も
「
島
の
生
活
を
担
っ
て
い
る
以
上
、
簡
単
に
利
益
だ
け
を
追
求
し
た

く
な
い
（
値
上
げ
を
し
た
く
な
い
）」
と
話
す
。
ま
た
、「
生
活
物
資
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
注
文
で
き
る
時
代
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
に
比
べ
て
割
高

な
清
水
丸
に
頼
ん
で
く
れ
る
住
民
が
い
る
。
そ
う
い
う
信
頼
関
係
を
大

事
に
し
た
い
」
と
、
率
直
な
気
持
ち
を
語
っ
た
。

島
の
経
済
の
趨
勢
が
、
い
か
に
外
貨
を
稼
げ
る
か
に
左
右
さ
れ
る
面

が
大
き
い
こ
と
と
同
様
に
、
渡
海
船
の
経
営
も
島
か
ら
本
土
へ
の
輸
出

0

0

品
を
い
か
に
生
み
出
す
か
、
増
や
し
て
い
け
る
か
に
因
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。
数
年
前
に
祝
島
で
は
、
豊
か
に
生
育
す
る
ア
カ
モ
ク
を
出
荷
す

る
試
み
が
あ
り
、
清
水
丸
が
数
回
運
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
新
型
コ
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〇
キ
ロ
／
本
）
を
本
土
の
ガ
ス
業
者
へ
運
び
、
充
填
さ
れ
た
も
の
を
島
に

持
ち
帰
る
。
一
回
当
た
り
の
輸
送
量
は
、
三
五
本
前
後
。
ボ
ン
ベ
の
よ

う
に
重
量
の
あ
る
荷
物
を
い
か
に
負
担
な
く
荷
揚
げ
・
荷
降
ろ
し
す
る

か
が
カ
ギ
で
あ
り
、
で
き
る
限
り
満
潮
時
に
さ
ば
け
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
潮
汐
表
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
お
、
以
前
は
島
に
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の
販
売
業
者
が
い
た
が
、
数
年

前
に
引
退
。
現
在
、
清
水
康
博
さ
ん
が
新
た
に
資
格
を
取
得
し
事
業
を

引
き
継
い
で
い
る
。
ボ
ン
ベ
の
海
上
輸
送
を
委
託
す
る
必
要
が
な
い
分

コ
ス
ト
も
抑
え
ら
れ
る
た
め
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の
販
売
と
渡
海
船
（
運

搬
）
は
、
経
済
合
理
性
の
高
い
兼
業
と
い
え
よ
う
。

苦
境
の
な
か
の
世
代
交
代

祝
島
の
人
口
は
、
こ
こ
半
世
紀
で
一
〇
分
の
一
、
直
近
一
〇
年
間
だ

け
で
も
二
分
の
一
と
激
減
し
て
き
た
。
高
齢
化
率
も
著
し
く
高
く
、
今

後
数
年
間
で
さ
ら
な
る
人
口
減
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
渡
海
船
も
残
り

一
隻
と
な
り
、
そ
の
清
水
丸
も
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
販
売
や
他
の
仕
事
と
兼

業
し
な
が
ら
生
計
を
立
て
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
人
口
減
は
貨
物
量
の

減
少
に
直
結
し
て
お
り
、
渡
海
船
経
営
も
先
行
き
が
決
し
て
明
る
い
と

は
い
え
な
い
。
た
だ
、
定
期
船
で
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
危
険
物
や
車

両
の
運
搬
を
は
じ
め
、
祝
島
の
住
民
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

生
活
イ
ン
フ
ラ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
よ
っ
て
た
ち
消
え
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
水
産
分
野
の
取
り
組
み

に
加
え
、
荒
れ
て
い
く
ビ
ワ
畑
の
利
活
用
な
ど
、
島
の

前
向
き
な
活
動
の
積
み
重
ね
が
、
住
民
の
暮
ら
し
を
支

え
る
渡
海
船
を
支
え
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。 

■


