
一橘論叢 第八十七巻 第一号　（76）

瀬
戸
内
地
域
に
お
け
る
離
島
航
路
に
つ
い
て

は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
地
域
交
通
問
題
の
一
環
を

な
す
離
島
航
路
問
題
に
つ
い
て
、
瀬
戸
内
地
域
（
と
く
に
愛
媛

県
）
に
お
け
る
そ
れ
を
材
料
に
現
状
を
分
析
し
、
若
干
の
考
察
を

加
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　
最
初
に
、
何
故
い
ま
離
島
航
路
を
問
題
に
す
る
か
に
つ
い
て
触

れ
て
お
か
ね
ぱ
な
る
ま
い
。
第
一
は
、
国
鉄
ロ
ー
カ
ル
線
（
特
定

地
方
交
通
線
）
の
廃
止
問
題
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

わ
が
国
に
お
け
る
地
方
（
ロ
ー
カ
ル
）
交
通
の
全
般
的
危
機
が
深

化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
モ
ー
タ
リ
ぜ
ー
シ
ヨ

ン
の
進
行
と
三
全
総
の
い
わ
ゆ
る
「
定
住
構
想
」
の
破
綻
で
あ
る
。

一
時
に
く
ら
べ
る
と
そ
の
テ
ン
ポ
を
緩
め
て
い
る
と
は
言
え
と
ど

宮
　
　
崎

満

ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
か
に
見
え
る
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
目
ン
の
進

行
は
、
低
経
済
成
長
と
い
う
条
件
の
下
、
そ
れ
を
助
長
す
る
交
通

政
策
（
公
共
投
資
政
策
を
ふ
く
む
）
、
産
業
政
策
の
当
然
の
帰
結
で

あ
る
。
定
住
構
想
は
「
地
方
の
時
代
」
の
掛
声
と
と
も
に
登
場
し

た
が
、
三
全
総
策
定
以
来
四
年
を
経
過
し
て
早
く
も
そ
の
見
直
し

が
論
議
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
地
方
に
お
け
る
自
然
、
生
活
、

生
産
の
三
つ
の
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
定
住
の
基

盤
を
充
実
す
る
と
い
う
大
義
名
分
は
耳
に
快
い
が
、
昨
五
五
年
国

調
に
お
け
る
人
口
動
櫨
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
口
の
地
方
定
住

は
、
地
方
都
市
、
と
く
に
県
庁
所
在
都
市
な
ど
地
方
中
核
都
市
お

よ
び
そ
の
周
辺
へ
の
人
口
築
中
と
そ
れ
以
外
の
地
域
に
お
け
る
過

疎
化
の
い
っ
そ
う
の
進
行
を
押
し
と
ど
め
る
動
き
を
示
す
に
は
ほ

ど
遠
い
状
況
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
営
環
境
の
悪
化
を
背
景
に
、
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国
鉄
ロ
ー
カ
ル
線
、
生
活
・
福
祉
路
線
的
な
性
格
を
も
つ
地
方
バ

ス
、
離
島
と
本
土
を
結
ぷ
最
後
の
足
と
し
て
の
離
島
航
路
な
ど
の

地
方
公
共
交
通
は
、
か
つ
て
な
い
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
い
え

よ
・
つ
o

　
う
ち
離
島
航
路
の
現
況
に
つ
い
て
運
輸
白
書
（
昭
和
五
五
年

版
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
れ
ら
の
離
島
航
路
は
、
　
一
部
の
観
光
資
源
に
恵
ま
れ
た
航

路
を
除
い
て
は
、
過
疎
化
に
よ
り
減
少
し
た
離
島
佳
民
及
び
そ
の

生
活
物
資
を
主
た
る
輸
送
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
輸
送
需
要
は

お
お
む
ね
低
迷
を
続
け
て
い
る
。
他
方
、
藷
経
費
の
上
昇
は
避
け

ら
れ
ず
合
理
化
の
余
地
も
極
め
て
乏
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
事
業
者

の
経
営
努
カ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
赤
字
経
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
も
の
が
多
い
。
」

　
も
っ
と
直
裁
に
こ
う
し
た
現
状
を
表
現
し
て
い
る
の
が
天
野
和

　
　
　
＾
1
）

治
氏
で
あ
る
。
天
野
氏
は
、
離
島
航
路
が
こ
う
し
た
危
機
的
症
状

を
示
す
に
至
っ
た
理
由
と
し
て
、
①
高
度
成
長
政
策
に
よ
る
離
島

人
口
の
激
減
、
②
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
冒
ン
の
進
展
と
、
海
上
運
送

法
の
不
備
に
よ
る
「
海
上
タ
ク
シ
ー
」
（
小
型
貸
し
切
り
船
）
の

横
行
、
③
燃
料
費
の
高
騰
を
挙
げ
、
こ
の
「
三
重
苦
」
に
あ
え
ぐ

離
島
航
路
を
放
置
し
て
お
い
た
の
で
は
、
「
離
島
航
路
事
業
者
も
、

離
島
住
民
も
、
”
安
楽
死
〃
以
外
に
遭
は
な
い
。
L
と
断
じ
て
い
る
。

　
離
島
航
路
問
題
を
論
じ
よ
う
と
す
る
第
二
の
理
由
は
、
近
年
に

お
け
る
わ
が
国
財
政
の
窮
迫
化
と
行
政
改
革
の
動
向
で
あ
る
。
上

述
の
よ
う
な
離
島
航
路
の
窮
状
は
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
後
段
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
昭
和
二
七
年
制
定
の
離
島
航

路
整
備
法
お
よ
ぴ
同
二
八
年
制
定
の
離
島
振
興
法
に
も
と
づ
く
公

的
補
助
（
国
家
お
し
び
地
方
自
治
体
）
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。

い
わ
ゆ
る
法
律
補
助
金
で
あ
り
、
一
定
の
基
準
に
し
た
が
い
国
の

指
定
を
受
け
た
事
業
者
に
つ
い
て
、
「
基
準
欠
損
額
」
の
七
五
％

～
八
O
％
を
国
が
、
残
り
を
地
元
地
方
自
治
体
（
県
・
市
町
村
）

が
補
助
金
と
し
て
交
付
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
五
五

年
度
に
お
け
る
国
家
補
助
金
の
規
模
は
約
二
七
億
円
で
あ
る
。

　
こ
の
金
額
は
、
現
在
の
国
家
財
政
の
規
模
や
同
じ
交
通
部
門
に

お
け
る
他
の
補
助
金
支
出
、
た
と
え
ば
国
鉄
に
対
す
る
約
六
八
O

○
億
円
、
地
方
バ
ス
に
対
す
る
約
八
五
億
円
（
と
も
に
昭
和
五
五

年
度
）
等
と
比
較
し
て
、
大
き
い
も
の
と
竺
言
え
な
い
。
し
か
し
、

行
政
改
革
と
い
う
名
の
福
祉
の
切
捨
て
な
い
し
給
付
の
低
下
へ
の

国
家
的
策
謀
は
、
離
島
航
路
補
助
金
に
も
及
ぴ
か
ね
な
い
。
も
と

も
と
離
島
航
路
政
策
の
主
体
で
あ
る
運
輸
省
は
、
航
路
経
営
に
つ

い
て
「
小
規
模
島
に
つ
い
て
は
地
方
公
共
団
体
が
責
任
を
持
ち
、

η
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大
規
襖
島
に
つ
い
て
は
独
立
採
算
で
き
る
」
と
み
な
し
て
い
る
節

　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
行
政
改
革
と
の
関
連
で
い
ま
一
つ
注
意
を
要
す
る
の
は
、
離
島

航
路
政
策
を
も
そ
の
中
に
包
合
す
る
（
根
拠
法
は
別
だ
が
）
離
島

振
興
政
策
全
体
が
昭
和
五
八
年
を
境
に
大
き
な
転
機
を
迎
え
よ
う

と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の

わ
が
く
に
離
島
振
興
計
画
は
、
昭
和
四
八
～
五
七
年
度
を
対
象
期

間
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
昭
和
五
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
そ
の

効
力
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
離
島
振
興
法
を
根
拠
と
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
離
島
航
路
補
助
法
は
こ
の
よ
う
な
時
限
立
法

で
は
な
い
し
、
そ
れ
が
密
接
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
離
島
振
興
法
に

つ
い
て
も
昭
和
五
八
年
度
以
降
に
お
い
て
離
島
振
興
政
策
の
連
続

性
が
危
ぷ
ま
れ
る
よ
う
な
事
態
が
お
こ
る
と
は
予
想
さ
れ
な
い
が
、

こ
れ
を
契
機
に
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
転
換
期
が
離
島
航
路
お
よ
び
離
島
住
民
の
「
安

楽
死
」
に
つ
な
が
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
離
島
航
路
問
題
を
考
え
る
に
当
っ
て
そ
の
対
象
と
し
て

瀬
戸
内
地
域
を
と
り
あ
げ
た
理
由
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
そ

れ
は
単
に
実
証
的
な
研
究
に
要
す
る
資
料
上
の
制
約
要
因
か
ら
だ

け
で
は
な
い
。
一
口
に
言
っ
て
、
陸
海
空
に
お
け
る
交
通
状
況
の

変
化
に
よ
ウ
て
瀬
戸
内
地
域
に
お
け
る
離
島
の
相
対
的
な
位
置
お

よ
ぴ
瀬
戸
内
離
島
島
相
互
間
の
相
対
的
な
関
係
が
変
化
し
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
外
洋
離
島
に
お
け
る
航
空
路
の
整
備
が
昭
和
四
十
年
代
以

降
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
通
の
利
便
か
ら
み
た
瀬
戸
内
離
島

の
相
対
的
な
地
位
が
「
低
下
」
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

も
と
も
と
帆
船
交
通
の
さ
か
ん
な
時
代
に
お
い
て
は
、
瀬
戸
内
の

島
々
は
、
本
土
に
く
ら
べ
て
不
便
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。
上
方
や
九
州
と
の
往
来
に
舟
運
を
利
用
す
る
便
に
恵
ま

れ
て
い
る
だ
け
（
風
待
ち
、
日
和
待
ち
の
船
の
寄
港
が
多
か
っ

た
）
、
地
方
（
じ
か
た
）
よ
り
便
利
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
が
汽
船
の
時
代
に
な
り
、
さ
ら
に
陸
上
交
通
に
お

け
る
鉄
遭
の
発
達
に
よ
っ
て
「
島
は
鉄
遺
の
終
点
か
ら
縞
ば
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

袋
小
路
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
。
こ
の
こ
と
と
自
動
軍
交
通
の
発

達
が
瀬
戸
内
離
島
の
生
活
圏
を
相
対
的
に
狭
駐
化
し
、
交
通
上
の

利
便
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
、
そ
れ
が
こ
ん
に
ち
の
離
島
航
路
問

題
の
歴
史
的
な
要
因
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
航
空

路
の
発
達
は
そ
の
新
た
な
要
因
で
あ
る
。

　
交
通
の
利
便
に
お
け
る
瀬
戸
内
島
し
よ
相
互
間
の
相
対
的
な
関

係
の
変
化
は
、
本
土
側
の
高
速
交
通
体
系
（
山
陽
新
幹
線
、
高
速

閉
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旨
勤
車
国
遣
）
の
整
備
に
対
応
す
る
内
海
主
要
航
路
に
お
け
る
高

速
化
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
四
国
本
州
間
を
結
ぶ
主
要
航
路
は

昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
急
速
に
在
来
旅
客
船
の
フ
ェ
リ
ー
化
が

進
み
、
同
四
十
年
代
に
は
い
る
と
従
来
の
対
岸
フ
ェ
リ
ー
と
は
異

な
っ
た
役
割
を
は
た
す
中
長
距
離
フ
ェ
リ
ー
航
路
の
開
設
が
目
立

ち
は
じ
め
、
つ
づ
い
て
主
要
航
路
の
高
遠
化
（
水
中
翼
船
、
ホ
バ

ー
ク
ラ
フ
ト
、
高
速
艇
化
）
が
進
行
す
る
と
い
う
過
程
を
経
て
き

た
が
、
こ
の
中
で
、
あ
る
程
度
の
需
要
密
度
を
日
常
的
に
も
つ
離

島
や
、
観
光
資
源
を
も
つ
離
島
（
大
三
島
・
宮
浦
、
生
口
島
・
瀬

戸
田
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
本
州
四
国
間
水
中
翼
船
航
路
の
寄
港

や
対
本
土
高
速
艇
航
路
の
開
設
が
み
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
島
し

ょ
住
民
の
利
便
が
増
大
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
規
模
離

島
や
地
理
的
に
孤
立
性
の
強
い
離
島
で
は
こ
う
し
た
恩
恵
か
ら
無

縁
で
あ
り
、
か
く
し
て
瀬
戸
内
に
お
け
る
「
離
」
島
相
互
間
の
こ

の
面
に
お
け
る
楕
差
が
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
樒
差
の

拡
大
は
離
島
航
路
問
題
の
間
題
性
を
増
幅
す
る
の
に
役
立
つ
だ
け

で
あ
る
。

　
瀬
戸
内
に
お
け
る
島
し
よ
交
通
の
い
ま
一
つ
の
問
題
は
、
（
必

ず
し
も
瀬
戸
内
だ
け
と
は
か
ぎ
ら
ぬ
が
）
「
本
土
架
橋
」
と
の
関

連
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
。
第

一
は
、
表
1
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
対
本
土
架
橋
が
一
都
の
沿
庫
島

で
完
成
し
、
離
島
性
の
解
消
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
も
っ
と

も
、
架
橋
島
か
ら
航
路
間
題
が
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な

い
）
。
こ
れ
ら
の
島
し
ょ
は
離
島
振
興
対
策
実
格
地
域
の
指
定
を
、

あ
る
場
合
に
は
当
該
島
し
ょ
全
域
に
つ
い
て
、
あ
る
場
合
に
は
そ

の
一
部
に
つ
い
て
、
解
除
さ
れ
る
。
第
二
は
、
い
わ
ゆ
る
本
四
連

絡
橋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
関
連
で
あ
る
。
本
四
連
絡
橋
は
、
四
国

自
体
の
離
島
性
の
解
消
を
め
ざ
す
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

表1瀬戸内における主な架橋島

県名 島名 橘　　名 完成年次 金　長

岡
山
広
島
”
”
山
口
”
”

神
島
倉
橋
島
向
　
島
能
美
島
畏
島
笠
戸
島
屋
代
島

神
の
島
大
橋
音
戸
大
橋
尾
道
大
橋
早
瀬
大
橋
上
関
大
橘
笠
戸
大
橋
大
島
大
橋

1
9
7
0
年
1
9
6
1
1
9
6
7
1
9
ア
3
1
9
6
9
1
9
7
0
1
9
ア
6

1
7
0
m
ユ
7
2
3
8
7
6
2
4
2
2
0
4
7
6
1
0
2
0
，

注　1　担かに離島相互間を結ぶものとして，大三幽橘（1979

　　年完戒・大三島・イ白方島間〕およぴ高根大橘（19ア0年完

　　成，生口島・高根島閥）がある。

　　2　国土庁離島振興課の資料によ札

あ
る
が
、
オ
イ

ル
シ
冨
ヅ
ク
に

ょ
っ
て
三
ル
ー

ト
同
時
着
工
が

頓
挫
を
き
た
し
、

そ
の
後
の
財
政

事
情
に
よ
り
、

一
ル
ー
ト
三
橋

（
実
質
的
に
は

四
橋
）
に
し
ぼ

ら
れ
た
こ
と
は

周
知
の
と
お
り

閑
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で
あ
る
。
そ
の
完
成
時
期
に
つ
い
て
は
国
家
財
政
の
動
向
と
か
ら

ん
で
不
透
明
な
要
因
が
増
大
し
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
児
島
．

坂
出
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
昭
和
六
二
年
度
の
完
成
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
四
橋
の
う
ち
一
橋
（
大
三
島
橋
）
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
昭
和
五
四
年
に
完
成
、
供
用
さ
れ
て
い
る
。
架
橋
事
業
の

完
成
に
と
も
な
う
離
島
航
路
問
題
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
四
年
五
．

月
、
航
路
関
係
者
、
関
係
官
庁
か
ら
な
る
本
四
連
絡
橋
旅
客
船
間

題
連
絡
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
補
償
問
題
が
協
議
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
航
路
業
者
の
転
業
、
廃
業
問
題
は
避
け
ら
れ
な

＾
4
〕い

。
本
四
連
絡
橋
の
完
成
は
、
四
国
本
土
よ
り
も
む
し
ろ
関
係
離

島
お
よ
び
航
路
業
者
に
直
接
的
で
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ

■
つ
o

　
離
島
航
路
問
題
は
、
地
方
交
通
の
領
域
に
お
け
る
他
の
問
題
と

同
様
、
そ
し
て
そ
の
中
で
も
別
し
て
、
シ
ビ
ル
（
ナ
シ
㌧
ナ
ル
）

ミ
ニ
マ
ム
と
。
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
、
、
、

ニ
マ
ム
の
内
実
は
歴
史
的
、
空
間
的
に
き
わ
め
て
相
対
的
な
も
の

で
あ
る
。
瀬
戸
内
離
島
航
路
に
関
し
て
、
そ
の
相
対
的
な
構
造
に

影
響
を
お
よ
ぽ
す
要
因
お
よ
び
そ
の
絶
対
的
な
縮
小
を
不
可
避
な

ら
し
め
る
要
因
に
つ
い
て
概
観
し
た
わ
け
で
あ
る
。

瀬
戸
内
に
お
け
る
離
島
航
路
の
現
状
と
間
題
点

－
愛
媛
県
の
場
合

　
愛
媛
県
下
に
は
、
大
小
一
六
〇
余
の
島
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
指
定
を
受
け
て
い
る
の
は
、
表
2
に

示
す
と
お
り
、
有
人
島
三
五
、
無
人
島
七
八
、
計
一
二
二
島
で
あ
る
。

ま
た
、
関
係
市
町
村
数
は
一
九
で
あ
る
。
こ
れ
を
全
国
数
値
と
く

ら
べ
る
と
、
関
係
市
町
村
数
で
一
〇
二
一
％
、
有
人
島
数
で
一

二
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。
全
国
の
一
割
強
と
い
う
比
重
で
あ
る
。

　
表
2
は
ま
た
、
指
定
年
次
を
示
し
て
い
る
が
、
県
内
に
お
け
る

離
島
指
定
の
順
位
に
は
、
通
常
瀬
戸
内
海
に
は
含
ま
れ
な
い
宇
和

海
域
の
離
島
（
戸
島
、
日
振
島
、
嘉
島
）
が
ま
ず
指
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
わ
か
よ
る
う
に
、
離
島
と
は
外
洋
離
島
を
指
す
と
い

う
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
離
島
概
念
に
つ
い
て
は
、
こ
の

あ
と
す
ぐ
論
議
す
る
）
。
こ
れ
ら
の
、
離
島
の
地
理
的
分
布
状
況
は
、

図
1
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
表
3
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
離
島
の
う
ち
有
人
三
五
島
の
昭

和
五
〇
～
五
五
年
の
人
口
動
態
を
見
る
と
、
前
節
で
述
べ
た
と
お

り
、
小
規
模
島
一
島
を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
減
少
し
て
お
り
、
（
昭

和
五
〇
年
比
六
・
四
％
の
減
少
）
、
同
期
間
に
お
け
る
県
全
体
の

80



（81）瀬戸内地域における離島航路について

　　　　　　　　表2愛媛県離島振興対策実施地域の指定

指定　告示　指定　　有　　人　　島
年次　　年月日　　年月日
　　　　　　　　　　　　島数　　　　島　　　　名

無人島

島　数

第1次 28．1O．28 28．10．26
一 一 ’

第2次 28，12．23 28．12．21
一 ’ ■

第3次 29．10．14 29．10，2 3 戸鳥（宇），日振島（宇），嘉島（字） 8
第4次 30．7．19 30．7．15 ’ ■ 1
第5次 30，10，20 30．10．18

一 ■ 一
第6次 32，8．16 32．8．14 ユO 高井神島（魚），魚島（魚），豊島（弓），

安居島（北），睦月島（中），野忽那

島（中），怒和島（中），津和地島（中），
23

二神島（中），青島（長）

第ア次 32．ユ2．25 32，12．23 1 大島（八） 4

第8次 34．5，12 34，5．8 4 岡村島（関），大下島（関），小犬下

島（関），中島（中） ■’

第g次 36．9．27 36．9．25 12 来島（今），小島（今），馬島（今），

比岐島（今），津島（吉），大島（新），

弓削島（弓），佐島（弓），生名島（生），
12

岩城島（岩），釣島（松），竹ケ島（津）

第10次 39．7．9 39．7．7 5 犬島（吉・宮），鵜島（宮），伯方島

（伯），大三島（大・上），九島（宇）
j1

合計1…1一・・1　　　　　・・
注1一（魚）魚島村・1弓〕弓削町・（生）生名村，（堵）撒村，（大）大三島町，（上）上浦町，（伯）伯加，

　（宮）宮窪町・（吉）吉海町・（関〕帥村・（今）今治市，（新）縮浜市，（北）北条市，（中）棚町，

　（松）松山市。（長〕長浜固r，（八〕八幡浜市，（宇〕字和島市、（津）津島町。

　2一愛媛県費料による。

醤轟壌篶二襲窪環…婁義差篶、雇姦食

二位　さ％け意あお山○値少国島媛。ど的二
五で新い三るをつい口％欄を二振県ま滅で・
のあ潟数　離要たて県とに記六興にた少あ八

ん次カミベ比愛で指県は率3にけは然注小る
ら　い　ては媛あ定の広はのおてなな目さの
81
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（85）瀬戸内地域における離島航路について

か
の
形
で
定
期
航
路
の
サ
ー
ビ
ス
を
持
つ
も
の
が
三
二
島
、
定
期

航
路
の
恩
恵
に
あ
ず
か
ら
な
い
も
の
が
左
記
の
三
島
で
あ
る
が
昭

和
五
〇
～
五
五
年
の
人
口
減
少
率
は
い
ず
れ
も
県
平
均
よ
り
高
く
、

航
路
サ
ー
ビ
ス
が
離
島
の
地
域
社
会
維
持
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と

の
傍
証
と
な
っ
て
い
る
。

　
比
岐
島
（
今
治
市
）
　
　
人
口
減
少
率
　
　
三
七
・
五
％

　
釣
島
（
松
山
市
）
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
二
二
・
四
％

　
竹
ケ
島
（
津
島
町
）
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
七
・
○
％

な
お
、
現
在
、
こ
れ
ら
の
島
に
お
い
て
は
漁
船
ま
た
は
農
船
が
輸

送
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
有
人
三
二
島
に
お
け
る
航
路
事
業
に
つ
い
て
検
討

す
る
前
に
、
離
島
の
性
格
類
型
に
つ
い
て
必
要
最
小
限
の
整
理
を

し
て
お
こ
う
。
そ
の
必
要
性
は
、
第
一
に
前
節
に
お
い
て
述
べ
た

よ
う
に
架
橋
に
よ
っ
て
本
土
（
離
島
航
路
整
備
法
に
よ
れ
ば
本
土

と
は
、
北
海
道
、
本
州
、
四
国
お
よ
び
九
州
の
こ
と
で
あ
る
）
と

連
結
さ
れ
る
島
の
出
現
な
ど
に
よ
っ
て
従
来
の
島
の
概
念
を
再
検

討
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（
架
橋
に
よ
っ
て
本
土

と
直
結
さ
れ
て
も
島
は
や
は
り
島
で
あ
り
続
け
る
）
。
第
二
は
、

第
三
次
離
島
振
興
計
画
（
昭
和
四
八
年
度
か
ら
五
七
年
度
ま
で
。

昭
和
四
八
年
七
月
九
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
が
振
興
政
策
上
の

目
的
か
ら
措
定
し
た
左
記
の
よ
う
な
性
格
類
型
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
そ
れ
な
り
に
有
用
と
し
て
も
瀬
戸
内
に
お
け
る
島
し
ょ
に
対
象

を
隈
定
し
た
場
合
は
、
あ
ま
り
に
も
大
ま
か
に
過
ぎ
、
い
ま
一
歩

き
め
こ
ま
か
い
区
分
が
必
要
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
、
内
海
本
土
近
接
離
島

　
説
明
．
こ
れ
ら
の
離
島
は
、
本
土
に
あ
る
中
心
的
な
都
市
と
の

距
離
が
短
く
、
か
つ
、
そ
れ
と
結
ぶ
航
路
の
瀞
穏
が
期
待
で
き
る

の
で
、
島
の
大
小
に
応
じ
、
島
外
へ
の
通
学
、
通
勤
、
医
療
の
通

院
等
広
範
囲
な
交
流
に
よ
る
離
島
性
の
軽
減
な
い
し
解
消
が
可
能

で
あ
る
。

　
二
、
外
海
本
土
近
接
型
離
島

　
　
　
説
明
略
（
以
下
同
じ
）

　
三
、
群
島
型
離
島

　
四
、
孤
立
大
型
離
島

　
五
、
孤
立
小
型
離
島

　
こ
の
よ
う
な
性
椿
類
型
か
ら
す
る
と
、
瀬
戸
内
の
島
し
ょ
は
す

べ
て
第
一
類
型
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
航
路
事
業
に
間

題
を
限
定
し
て
も
、
こ
れ
で
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
（
な
お
、

昭
和
五
六
年
七
月
発
表
さ
れ
た
運
輸
政
策
審
議
会
「
長
期
展
望
に

基
づ
く
総
合
的
な
交
通
政
策
の
基
本
方
向
－
試
練
の
な
か
に
明
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日
へ
の
布
石
を
1
L
は
、
そ
の
第
4
章
”
地
域
旅
客
交
通
政
策

の
あ
り
方
”
で
、
前
回
昭
和
四
六
年
の
答
申
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
離
島
交
通
の
あ
り
方
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
右
記
の
性
楕

類
型
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
い
る
）
。

　
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
原
因
は
法
偉
用
語
に
も
あ
る
よ
う
だ
。
離

島
振
興
法
は
離
島
概
念
に
つ
い
て
明
確
な
形
で
規
定
し
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、

が
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
「
こ
の
法
偉
は
、
本
土
よ
り
隔
絶
せ

が
験
尉
の
特
殊
事
惜
－
－
－
」
と
述
べ
て
お
り
（
傍
点
筆
者
）
、
こ

れ
に
よ
る
と
わ
が
国
の
島
は
す
べ
て
離
島
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
そ
の
一
年
前
に
制
定
さ
れ
た
離
島
航
路
整
備

法
が
そ
の
第
二
条
に
お
い
て
「
こ
の
法
偉
に
お
い
て
『
離
島
航

路
』
と
は
本
土
（
説
明
略
）
と
離
島
（
本
土
に
附
属
す
る
島
を
い

う
。
）
と
を
連
絡
す
る
…
…
」
と
規
淀
し
て
い
る
の
を
受
け
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
完
全
環
海
性
と
相
対
的
狭
小
性
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
島
あ
る
い
は
島
し
ょ
と
い
う
、
本
来
自
然

的
概
念
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
社
会
的
概
念
と
も
な
り
う
る
概

念
と
、
杜
会
的
概
念
と
し
て
の
離
島
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
わ
け

で
あ
る
。
以
下
で
瀬
戸
内
に
お
け
る
離
島
航
路
の
ケ
ー
ス
．
ス
タ

デ
ィ
を
行
う
の
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
整
理
を
試
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
＾
6
〕

　
小
池
秀
夫
氏
は
、
祉
会
地
理
学
の
立
場
か
ら
す
る
因
島
お
よ
び

周
辺
島
し
上
の
研
究
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
島
（
島
し
よ
）
を
常

住
島
と
無
人
島
に
分
け
、
つ
い
で
前
者
を
左
記
の
四
類
型
に
区
分

し
て
い
る
。

　
①
　
架
橋
島
　
本
土
あ
る
い
は
本
島
の
近
く
に
あ
り
、
以
前
か

　
　
ら
あ
る
程
度
強
い
縞
び
つ
き
を
持
ち
、
架
橋
に
よ
っ
て
さ
ら

　
　
に
一
体
化
が
強
さ
れ
て
い
る
島
（
具
体
例
は
表
－
参
照
）
。

　
②
　
本
島
　
周
辺
の
島
し
ょ
の
な
か
で
、
政
治
・
経
済
．
社
会

　
　
的
な
面
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
も
ち
、
い
わ
ぱ
核
を
形

　
　
成
し
て
い
る
島
。
こ
の
例
は
島
一
般
の
社
会
経
済
的
な
条
件

　
　
か
ら
き
わ
め
て
隈
ら
れ
、
瀬
戸
内
で
は
因
島
の
ほ
か
に
例
が

　
　
み
ら
れ
な
い
。

　
③
　
近
接
島
　
本
土
や
本
島
に
近
く
、
日
常
生
活
の
面
で
、
通

　
　
勤
・
通
学
な
ど
に
よ
り
そ
れ
ら
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

　
　
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
可
能
な
ほ
ど
交
通
に
恵
ま
れ
て
い

　
　
る
島
。
近
接
島
の
例
は
比
較
的
多
く
、
特
に
瀬
戸
内
海
に
集

　
　
中
し
て
み
ら
れ
る
。

　
④
　
離
島
　
交
通
が
不
便
な
た
め
、
特
に
島
外
へ
の
通
勤
．
通

　
　
学
な
ど
が
不
可
能
な
こ
と
に
よ
り
、
日
常
生
活
圏
が
そ
れ
自

　
　
体
の
狭
小
な
島
内
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
島
。
大
部
分

　
　
の
常
住
島
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
離
島
に
は
い
る
。
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（8ア）瀬戸内地域における離島航路について

表4愛媛県における離島関係航路総播表

島梱亙閲 本土相互間
島～四国本土 島～中国本土

四国本土内 計航
路
類
型
別

延ぺ航路数（うちフェリー）うち補助のあるもの 2
8
（
1
4
）
　
7

1
8
（
9
）
1

4
9
（
2
2
）
2
6

6
（
6
）
0

1
（
0
）
1

1
0
2
（
5
1
）
3
5

公　　営 民営・法人 民営・個人 民営・非営利団体 計経
営
形
態
別

経営主体うち補助を受けるもの

6
3

2
5
ア 5

0
1
0

3
ア
1
0

注　1。舛路類型のうち「本土個亙間」は途中離島に寄溶するもののみ一「四国本土内」は八幡浜一三崎間の海注　1。航路類型のうち「本土個亙間」は途中離島に寄溶するもののみ、「四国本土内」は八幡浜一三崎間の海

　上航路である。
　2・国土庁賢料より作表。

　　　　　　　　　表5離島関係航路における使用船舶

延　べ　隻　数

平均総トン（G／T）

一般旅審船

　23隻
80．8総トン

フェリー

52

204．7

高速艇

8
34．6

水申翼船

2
75．0

木　　韮

4
17，5

賢料＝…更4に同じo

　
こ
の
性
格
類
型
は
全
国
的
規
模
で
適
用
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て

い
る
が
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
航
路
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
性

格
類
型
を
「
瀬
戸
内
世
界
」
に
適
用
し
て
み
る
こ
と
が
航
路
の
特

質
を
浮
彫
り
に
す
る
の
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
（
④
に
つ
い
て

は
混
乱
を
避
け
る
た
め
「
孤
立
島
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
す
る
）
。

　
い
ま
愛
媛
県
に
お
け
る
「
離
島
」
航
路
の
概
況
を
み
る
に
、
表

4
に
示
す
と
お
り
、
延
べ
航
路
数
は
合
計
一
〇
二
で
あ
る
が
、
う

ち
島
．
四
国
本
土
間
航
路
が
約
半
数
の
四
九
と
や
は
り
多
く
、
補

助
の
面
で
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
航
路
の
割
合
が
高
く
全
体
の
七

四
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
が
や
は
り
近
接
島
の
多
い
瀬
戸
内
に

お
け
る
「
離
島
」
航
路
の
主
流
で
あ
る
。
つ
い
で
多
い
の
は
島
相

互
間
の
航
路
で
二
八
航
路
に
達
し
て
い
る
が
、
公
的
補
助
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
航
路
は
比
較
的
少
な
い
。
競
合
航
路
が
あ
る
ぱ
あ

い
は
別
と
し
て
、
経
営
主
体
が
個
人
や
超
零
細
企
業
に
よ
る
も
の

が
多
い
の
も
そ
の
一
つ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
れ
ら
二
類
型
が
離
島
生
活
航
路
の
大
宗
を
し
め
て
い
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
。
経
営
主
体
は
、
民
営
・
法
人
が
主
流
を
占
め
て

い
る
が
、
公
営
の
う
ち
半
数
が
補
助
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
点
が

注
目
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
航
路
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
全
体
像
に
つ
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表6対象3航路の総播（昭和55年4月1日現在）

離島名

航路区間

補助の宥無

航路事業者

就航船舶

王目当り

就航回数

欠航率
運　　賃

①魚　島　ほ　か

　　4．8km
魚島　　　萬井神島
　　19分
5．5㎞　　フ．6㎞
　　豊島　　　弓削島
22分　　　　29分

有（国，県）

魚　島　村

第2うおしま86総トン

第3うおしま79総トン

　　　4－4回

　　　　2．5％

魚島～弓削460円

②安　居　島

　　　14km安居島　　　北条市
　　　40分

有（国，県，市）

長嶋逓送（有）

第11通信丸
　　　　68総トン

　　　1－2回

　　　6．0％

　　　450円

③新居　大　島

酪轟濡篶大島

無

新居浜市
にいはま丸91総トン
新大島丸（予備船）32総トン

　　　13－13回

　　　　0．2％

旅客20円自動車150円

収丘　　　　　　　　　千円　　　千円

収　入 17，989 16，911 3，964 4，061 6，152 6，483 6，639

支　出 46I782 48，908 24336　， 32，465 32，391 34，107 3ア，156

支
収支率 38．4％ 34．6 16．3 ■12．5

1… 1・・1
1ア．9

1．愛媛県内における国庫補助対象9航路の平均収支率は昭和53年度61．2

参　考
％，53年度75．7％であった（表7をも参照）。

2．同年度における全国国庫補助対象114事業者（121航路）の平均収支率

は70．1％であった。

注　　魚嶋，安居島両航路については運輸省費料による．新層犬昆航路については新層浜市調ぺ。

　　国廊補助対叙離島航路の決算年度は前年10月1日一当該年9月末日までであるが，新居大島航路につ

　いては，当該年4月1日山翌隼3月末日までである。

島と今遣ほ　い明視にに路楮①　るいは制い
」い治市ぽ①うらし配つの類本ここま表約て
的う市’中のこかた慮い経型土れと少6か詳
な’と愛央魚とにのして営参とらにしにらし
存塑そ媛に島ですはたバ主照の三す立示不く
在戸れ県位航ある’がラ体）時航るちす可検
で内ぞ側置路るの離’工’　間路。入三能討あでれでしは。に島そテ④②距を　つつにす
るはほは’同　役航れイ補人離選　たの近る
点数ぼ新広村　立路にが助口（ぶ　吟航いこ
に少等居島が　つ問もみ金　前に　味路のと
まな距浜県瀬　か題増らと産述つ　ををでは
ずい離市側戸　どのしれの業のい　加と’資
特rにおで内　う本てる関’島て　えり以料
徴孤あよは海　か質重よ係③のは　てあ下上
が立るぴ尾の　とを要う等航性’　みげでの
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（89）瀬戸内地域における離島航路について

あ
る
。
就
業
者
の
六
割
近
く
が
漁
業
に
従
事
す
る
同
村
は
、
古
来

好
漁
場
に
恵
ま
れ
、
最
盛
期
の
昭
和
二
二
年
に
は
人
口
総
数
一
七

五
五
人
を
記
録
し
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
三
分
の
一
以
下
に
減
少

し
て
い
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
こ
の
航
路
が
本
土
と
直
縞
す
る
も

の
で
は
な
く
や
や
人
口
規
模
の
大
き
い
隣
り
の
島
と
結
ん
で
い
る

こ
と
で
あ
る
。
四
国
本
土
と
結
ぷ
よ
り
は
そ
の
ほ
う
が
国
の
「
中

央
」
に
は
近
い
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
理
由
で
あ
り
、
い
ま
一
つ

は
四
国
本
土
の
今
治
と
の
間
に
は
い
わ
ゆ
る
「
渡
海
船
」
（
十
五

総
ト
ン
、
旅
客
定
員
十
二
人
）
が
一
日
一
便
就
航
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
島
の
航
路
経
営
の
歴
史
は
古
く
、
従
来
か
ら
あ
っ

た
弓
削
航
路
を
早
く
も
大
正
十
三
年
村
営
化
し
て
い
る
。
ま
た
そ

の
後
の
人
口
滅
少
の
嵐
に
も
め
げ
ず
、
昭
和
四
六
年
に
は
一
日
二

便
か
ら
三
便
へ
、
同
四
八
年
に
は
さ
ら
に
四
便
へ
と
増
便
し
て
現

在
に
い
た
っ
て
い
る
ほ
か
昭
和
五
五
年
三
月
に
は
新
造
船
を
投
入

し
て
い
る
。
し
か
し
、
需
給
率
は
約
十
三
％
と
低
く
、
そ
れ
だ
け

に
、
同
村
の
航
路
事
業
特
別
会
計
に
は
と
ぼ
し
い
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
れ
が
目
立
っ
て
い
る
（
近
年
で
は
実
質
上
、
年
に
一
千
万

円
近
く
に
の
ぽ
っ
て
い
る
）
。

　
②
の
安
居
島
航
路
は
、
島
の
性
楕
類
型
で
は
や
や
遠
い
近
接
島

と
位
置
づ
け
ら
れ
、
市
の
一
部
を
構
成
す
る
小
規
模
島
と
結
ぶ
氏

営
航
路
で
あ
る
。
安
屠
島
の
人
口
規
模
は
も
と
も
と
小
さ
か
づ
た

が
（
昭
和
三
〇
年
五
三
二
人
）
、
現
在
に
い
た
る
急
激
な
減
少
に

と
も
な
っ
て
伝
統
の
漁
業
に
従
事
す
る
者
も
少
な
く
な
り
、
活
カ
．

を
失
な
っ
た
島
と
な
っ
て
い
渇
。
生
産
関
係
が
完
全
に
崩
壊
し
た

老
人
の
隠
居
島
で
あ
る
（
漁
業
と
と
も
に
重
要
な
産
業
で
あ
っ
た

海
運
業
従
事
者
の
殆
ん
ど
が
本
土
側
に
定
住
し
、
成
功
し
て
い
る

者
が
多
い
）
。
当
然
、
航
路
事
業
の
実
綬
も
こ
の
三
航
路
の
中
で

い
ち
ば
ん
悪
く
、
補
助
金
依
存
度
が
高
い
。
ま
た
、
こ
の
航
路
で

は
夏
に
は
海
水
浴
客
輸
送
の
た
め
に
増
便
さ
れ
る
が
、
島
の
人
口

減
少
に
と
も
な
い
海
水
浴
場
と
し
て
の
魅
カ
も
減
退
し
て
い
る
か

に
見
え
る
。
夫
婦
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
の
航
路
に
つ
い
て
は
、

事
業
後
継
者
が
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
が
将
来
の
課
題
と
な
る
で
．

あ
ろ
う
。

　
③
の
新
居
大
島
は
本
土
に
き
わ
め
て
近
い
「
近
接
島
」
で
あ
り
、

架
橋
島
で
は
な
い
が
そ
れ
に
近
い
沿
岸
島
で
あ
る
。
人
口
規
模
は

三
島
の
中
で
い
ち
ぱ
ん
大
き
い
が
、
臨
海
都
の
工
業
開
発
に
と
も

な
う
漁
業
の
衰
退
に
よ
っ
て
急
激
な
減
少
を
記
録
し
た
。
こ
の
航

路
の
特
徴
は
、
こ
の
島
の
属
す
る
新
居
浜
市
の
一
貫
し
た
政
策
に

よ
っ
て
航
路
運
賃
が
現
在
で
も
旅
客
二
十
円
と
い
う
低
水
準
に
維

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
旅
客
利
用
率
は
近
年
十
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表7事業者別国庫補助金交付状況（昭53・10・ユ～昭54・9・30）（単位1円〕

損 益

事業者別 航路名 補助金
収 入 費　用 欠損額

交付額

魚 島 村 魚島
～弓削

16，91ユ，060 48，g08，465 △31，g97，405 23，816，231

関 前 村 岡村
一今治

34，379，790 ア3，182，845 △38，803，055 27，310，475

長嶋逓送（有）
安層島

～北条
4，061，085 32，465，025 △28，403，940 19，100，648

青島海運（有） 青島
一畏浜

2，ηO，241 23，793，941 △21，023，700 14，885，2S8

中 島 町
三津浜

川中昆
413164，587 444，334，599 △30，570，012 2ユIg6η19

今治犬島フェリー 津島
ボート（株） 一今治

6，575，526 ユ4，178，379 △ア，602．853 5，682，591

閏中輸送（有） 大島
～八幡浜

．6，844，乃O 14，164，063 △ア，319，313 5，358，722

八幡浜運輸（株）
八幡浜

～三崎
75，183，902 102，595，017 △2ア，411，115 20，480，849

盛運汽船（株） 日振
川宇和島

139，983，545 171137，364 △3ユ，753，8ユ9 21，562，556

注　1．昭和55年度から（有）くるLま（馬島一波止浜航路）が追加指定された。

　　2、四国海運局r四国海運の現状」昭和55字版による（表8も同じ）。

三
％
程
度
に
止
ま
っ
て
お
り
、
夏
季
の
利
用
増
も
収
支
改
善

に
は
ほ
と
ん
ど
貢
献
し
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
航
路
に
は
自
動
車
航
送
能
カ
（
二
台
）
が
あ
る
が
、
そ
の

利
用
率
は
最
近
で
約
五
〇
％
で
あ
る
。
こ
の
航
路
の
い
ま
一

つ
の
特
徴
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
整
っ
て
い
る
か
に
見
え

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
的
補
助
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
前
記
の
福
祉
的

低
料
金
水
準
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
経
営
主

体
の
市
当
局
は
補
助
金
受
給
を
申
請
し
て
い
る
が
、
県
に
よ

る
国
へ
の
推
せ
ん
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
実
情
の
よ
う

で
あ
る
（
離
島
航
路
軽
備
法
に
も
と
づ
く
「
離
島
航
路
補
助

要
網
」
昭
和
四
一
年
五
月
制
定
は
、
補
助
航
路
選
定
基
準
の

一
つ
に
〃
当
該
航
路
に
係
る
離
島
の
属
す
る
都
県
府
県
か
ら

国
の
補
助
航
路
と
し
て
決
定
す
る
よ
う
推
せ
ん
が
あ
り
、
か

つ
、
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
国
と
協
調
し
て
補
助
を
行
う

航
路
で
あ
る
こ
と
”
を
あ
げ
て
い
る
）
。

　
結
果
的
に
経
済
性
の
低
い
航
路
の
み
を
と
り
あ
げ
る
形
に

な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
三
航
路
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
次
の

三
点
に
集
約
で
き
る
。

　
一
、
人
口
減
少
－
産
業
の
衰
退
－
人
口
減
少
と
い
う
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悪
循
環
が
ほ
ぽ
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
利
用
者
の
利
便
と
航
海
の
安
全
確
保
の
必
要
が
あ
り
、
需

給
の
不
均
衡
は
避
け
ら
れ
ず
採
算
性
は
費
用
の
増
嵩
に
と
も
な
っ

て
悪
化
し
て
い
る
。

　
二
、
し
か
し
な
が
ら
、
航
路
サ
ー
ビ
ス
は
住
民
の
最
後
の
足
で

あ
り
、
こ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
は
地
域
祉
会
の
絶
対
的
要
講
で
あ

る
（
人
、
物
だ
け
で
な
く
憎
報
の
送
達
手
段
と
し
て
も
不
可
欠
な

存
在
で
、
島
に
無
集
配
特
定
局
の
あ
る
前
記
①
、
⑧
の
航
路
で
は

事
業
者
が
郵
便
物
逓
送
を
講
負
っ
て
お
り
、
島
に
郵
便
局
の
な
い

②
の
航
路
で
は
航
路
業
者
が
配
達
を
講
負
っ
て
い
る
）
。

　
三
、
そ
れ
だ
け
に
、
補
助
金
受
給
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
公
的

補
助
の
効
果
（
役
割
）
は
大
き
く
、
制
度
の
充
実
と
そ
の
適
正
な

運
用
が
望
ま
れ
る
。
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二

離
島
航
路
に
対
す
る
公
的
補
助

に
関
す
る
若
千
の
考
察

　
本
節
で
は
、
ま
ず
、
離
島
航
路
に
対
す
る
公
的
補
助
の
根
拠
、

性
質
に
つ
い
て
整
理
し
た
う
え
で
、
現
行
補
助
制
度
を
め
ぐ
る
諸

閲
題
を
指
摘
し
、
補
助
制
度
も
ふ
く
め
た
離
島
航
路
政
策
の
こ
ん

，
こ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
触
れ
て
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

　
離
島
航
路
（
正
し
く
は
離
島
航
路
事
業
）
に
対
す
る
国
の
補
助

は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
離
島
航
路
整
備
法
（
昭
和
二
七
年
七

月
。
以
下
で
は
単
に
法
と
よ
ぶ
。
）
に
も
と
づ
く
法
律
補
助
で
あ

る
。
公
的
補
助
の
法
的
根
拠
は
こ
こ
に
存
す
る
。
こ
の
補
助
制
度

の
呉
体
的
な
運
用
は
、
同
法
に
も
と
づ
い
て
昭
和
四
一
年
制
定
さ

れ
た
「
離
島
航
路
補
助
要
綱
」
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
こ

こ
で
当
該
離
島
の
属
す
る
都
遭
府
県
が
登
場
し
、
都
道
府
県
が
国

へ
の
補
助
対
象
指
定
に
関
す
る
申
講
の
窓
口
と
な
る
こ
と
お
よ
ぴ

都
道
府
県
が
「
協
調
し
て
」
補
助
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
都
遣
府
県
レ
ベ
ル
の
補
助
の
法
的
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
（
法

は
国
の
助
成
に
つ
い
て
だ
け
規
定
し
て
い
る
）
。

　
経
済
的
・
社
会
的
根
拠
は
何
か
。
法
は
、
そ
の
第
一
条
で
国
の

助
成
の
目
的
を
「
離
島
航
路
の
維
持
及
び
改
善
」
な
ら
ぴ
に
そ
れ

に
よ
っ
て
「
民
生
の
安
定
及
ぴ
向
上
に
資
す
る
こ
と
」
と
規
定
し

て
い
る
。
前
節
で
呉
体
的
に
見
た
よ
う
な
離
島
航
路
の
役
割
を
考

え
る
と
き
、
島
民
の
交
通
上
の
ミ
ニ
マ
ム
条
件
を
確
保
し
つ
つ
利

周
者
の
高
速
性
指
向
等
に
対
応
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
的
向
上
を
は

か
る
こ
と
は
、
国
民
経
済
の
責
務
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
（
市
町

村
が
卒
心
）
に
よ
っ
て
、
国
の
補
助
制
度
と
は
独
立
な
単
独
補
助

が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
根
拠
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
補
助
の
社
会
経
済
的
な
根
拠
は
、
お
の
ず
か
ら
補

助
の
性
質
を
規
定
す
る
。
離
島
航
路
に
対
す
る
補
助
は
、
第
一
に
、

い
わ
ぱ
「
ミ
ニ
マ
ム
補
助
」
で
あ
っ
て
将
来
の
発
展
・
成
長
を
期

待
す
る
「
育
成
補
助
」
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
き
め
つ
け
る
こ

と
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
離
島
航
路
が
置
か
れ
て

い
る
現
実
を
直
視
す
る
と
き
に
は
避
け
ら
れ
な
い
認
識
で
あ
る
と

考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
補
助
が
も
た
ら
す
効
果
（
成
果
）
の
評

価
に
つ
い
て
も
、
安
全
や
安
定
と
い
っ
た
要
因
が
重
視
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
第
二
に
、
離
島
航
路
補
助
は
特
定
補
助
で
あ
る
。
公

的
補
助
に
は
こ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
一
般
補
助
（
包
括
補

助
）
が
あ
り
、
後
者
は
補
助
を
受
け
る
側
が
使
途
を
選
択
で
き
る

と
い
う
利
点
が
あ
る
が
、
離
島
航
路
補
助
に
つ
い
て
は
、
法
第
十

条
に
よ
っ
て
「
航
路
補
助
金
は
、
そ
の
交
付
の
目
的
以
外
の
用
途

鯛



（93）瀬戸内地域における離島航路について

に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
般

か
特
定
か
と
い
う
問
魑
は
、
実
質
的
に
は
公
営
航
路
事
業
の
場
合

に
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
前
節
で
み
た
よ
う
な
経
営

の
現
状
で
は
特
定
化
の
デ
メ
リ
ヅ
ト
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。

第
三
に
、
補
助
は
資
本
費
補
助
と
運
営
費
補
助
に
分
け
ら
れ
る
が
、

離
島
航
路
補
助
に
は
こ
の
区
別
が
適
用
さ
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り

双
方
に
対
す
る
補
助
に
な
っ
て
い
る
。
離
島
航
路
事
業
に
お
け
る

資
本
費
は
船
舶
建
造
費
の
み
と
い
っ
て
よ
い
が
、
減
伽
償
却
費
お

よ
び
そ
の
利
子
（
造
船
所
へ
の
延
べ
払
い
費
用
や
公
団
共
有
船
の

使
用
料
）
は
、
運
航
費
と
と
も
に
補
助
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
交
通
の
他
の
分
野
、
た
と
え
ぱ
鉄
遭
な
ど
に

お
け
る
そ
れ
と
は
ち
が
っ
て
、
離
島
航
路
に
対
す
る
資
本
費
補
助

は
、
船
舶
と
い
う
資
本
設
備
の
特
質
か
ら
し
て
「
身
軽
な
」
補
助

で
あ
る
。
鉄
遭
に
お
け
る
固
定
施
設
投
資
の
よ
う
に
埋
没
す
る
こ

と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
、
離
島
航
路
に
対
す
る
現
行
補
助
制
度
の
間
題
点
に
つ
い

て
。　

一
、
補
助
対
象
航
路
が
ま
だ
少
な
い
こ
と
。

　
　
昭
和
五
五
年
四
月
一
日
現
在
で
四
三
九
あ
る
離
島
航
路
の
う

　
ち
「
生
活
航
路
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
二
四
九
の
中
で
、
国
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
〕

　
補
助
対
象
航
路
は
半
数
強
の
二
三
二
に
す
ぎ
な
い
。
愛
媛
県
で

　
み
た
場
合
、
補
助
対
象
航
路
の
割
合
は
三
五
％
に
過
ぎ
な
い

　
（
表
4
参
照
）
。
ま
た
県
内
の
航
路
サ
ー
ビ
ス
の
あ
る
三
二
島

　
の
う
ち
、
八
島
が
ま
だ
補
助
航
路
の
恩
恵
を
受
け
て
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
原
因
は
、
前
述
の
「
要
綱
」
が
定
め
る
選
定

基
準
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
競
合
航

路
問
魑
と
合
理
化
問
題
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
間
題
点
が
具

体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
が
、
後
者
は
不
鮮
明
な
要
素
を
も
ウ

て
い
る
。
こ
れ
は
選
定
基
準
の
2
・
整
備
計
画
及
び
運
航
計
画
に

関
す
る
基
準
と
い
う
も
の
で
（
1
は
航
路
に
関
す
る
基
準
で
六
項

目
よ
り
成
る
）
、
「
当
該
航
路
に
係
る
整
備
計
画
が
当
該
航
路
の
維

持
及
び
改
善
を
図
る
た
め
適
切
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
施
が

確
実
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
航
路
の
運
航
計
画
、
運
賃
及
び
料
金

が
当
該
整
備
計
画
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
」
と
し
て
い
る
。
選
定
す
る
側
の
判
断
の
あ
り
方
が
大
き

く
作
用
し
う
る
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
と
結
ぴ
つ
い
て
い
る
の
が
、

国
と
協
調
し
て
補
助
を
行
う
故
を
も
っ
て
国
へ
の
補
助
航
路
推
せ

ん
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
の
役
割
で
あ
る
。
当
該

都
道
府
県
の
財
政
事
憎
そ
の
他
の
理
由
で
推
せ
ん
が
行
わ
れ
な
い

こ
と
が
起
り
う
る
。
補
助
金
行
政
が
徹
底
し
て
追
求
し
な
け
れ
ぱ

鯛
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な
ら
な
い
の
は
効
率
と
公
正
で
あ
る
が
（
両
者
は
必
ず
し
も
両
立

し
な
い
場
合
も
あ
る
が
）
、
後
者
の
観
点
か
ら
検
討
の
余
地
が
あ

る
も
の
と
考
え
る
。
な
お
、
「
要
綱
」
の
航
路
に
関
す
る
選
定
基

準
㈹
「
当
該
航
路
が
陸
上
の
国
遺
ま
た
は
都
道
府
県
道
に
相
当
す

る
海
上
交
通
機
能
を
有
す
る
こ
と
」
は
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
面

が
出
て
き
て
い
る
と
見
ら
れ
る
（
こ
れ
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
航
路

主
義
間
題
等
も
こ
の
点
に
関
連
す
る
が
、
紙
数
の
都
合
で
こ
こ
で

は
触
れ
な
い
）
。

　
二
、
補
助
率
が
低
い
こ
と
に
つ
い
て
。

　
こ
あ
点
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
矛
盾
が
み
ら
れ
る
。
「
要
綱
」

の
交
付
額
決
定
基
準
は
、
他
の
業
者
と
事
業
の
集
約
を
行
っ
た
者

（
集
約
業
者
）
に
つ
い
て
は
基
準
欠
損
額
の
八
○
％
、
他
は
七
五

％
と
し
て
補
助
率
に
樒
差
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
集
約

は
離
島
航
路
事
業
の
現
状
を
み
る
と
き
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
考
え

ら
れ
る
。
地
方
バ
ス
事
業
に
つ
い
て
も
同
様
の
仕
組
み
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
る
恩
恵
を
受
け
る
者
は
皆
無
で
あ
る
。
集
約
の
可
能
性

と
メ
リ
ヅ
ト
に
つ
い
て
現
実
に
即
し
て
検
討
し
た
上
で
の
こ
と
で

あ
る
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

　
第
二
は
予
算
主
義
に
も
と
づ
く
補
助
率
の
「
悉
意
的
」
な
操
作

で
あ
る
。
航
路
業
者
か
ら
す
れ
ぱ
貰
っ
て
み
な
け
れ
ぱ
わ
か
ら
な

い
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
「
要
綱
」
は
補
助
金
額
決
定
の
べ
ー

ス
に
な
る
基
準
欠
損
額
に
つ
い
て
も
っ
と
も
ら
し
く
定
義
し
て
い

る
が
、
内
実
は
そ
れ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
で
、
赤
字
業
者
の
数

が
多
か
っ
た
り
全
体
の
赤
字
額
が
大
き
か
っ
た
り
す
る
と
、
個
々

の
業
者
の
基
準
欠
損
額
が
相
対
的
に
小
さ
く
な
る
、
逆
の
場
合
は

逆
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
と
も
と
補
助
金
と
い
う
も
の
は
そ
ん

な
も
の
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ぱ
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
う
し
た
仕
組

み
こ
そ
も
っ
と
「
合
理
化
」
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
さ
い
ご
に
離
島
航
路
政
策
の
こ
ん
。
こ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
私
見

を
述
べ
て
ま
と
め
と
す
る
。

一
、
公
営
化
の
推
進
（
と
く
に
小
規
模
航
路
の
場
合
）

　
離
島
航
路
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
陸
上
の
地
方
中
小
都
市
及

び
農
山
漁
村
の
交
通
の
あ
り
方
に
つ
い
て
運
政
審
答
申
（
昭
和
五

六
年
七
月
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
個
人
化
（
乗
用
車
中
心
の
交

通
体
系
づ
く
り
）
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
公
共
交
通
の

保
持
し
か
な
い
。
と
い
っ
て
地
方
バ
ス
に
は
適
用
が
考
え
ら
れ
る

ク
ラ
ブ
制
な
ど
に
よ
る
経
営
基
盤
の
拡
大
も
不
可
能
で
あ
る
。
バ

ス
の
場
合
の
マ
イ
カ
ー
利
用
者
に
あ
た
る
潜
在
的
利
周
者
が
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
小
規
襖
島
の
民
間
業
者
の
経
営
は
今
後
と
も
改

幽



、

（95）瀬戸内地域における離島航路について

善
を
期
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
、
世
代
交
替
と
と
も
に
廃
業
の
ケ

ー
ス
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
小
規
模
島
の
場
合

に
は
と
く
に
公
営
化
に
よ
っ
て
安
定
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
期

す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

　
二
、
船
舶
建
造
資
金
に
対
す
る
補
助
（
と
く
に
地
元
自
治
体
）

　
公
営
問
題
を
別
と
し
て
考
え
れ
ぱ
、
船
舶
建
造
費
に
対
す
る
地

元
自
治
体
の
補
助
が
導
入
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に

小
規
模
等
の
場
合
で
も
安
全
上
の
理
由
等
か
ら
需
要
に
比
べ
て
過

大
な
供
給
能
カ
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
船
舶
は
島
民
お

よ
び
一
部
地
方
（
じ
か
た
）
住
民
の
数
少
な
い
交
流
の
場
で
あ
り
、

「
動
く
公
民
館
」
で
あ
る
。
よ
り
多
く
の
島
民
が
利
用
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
船
舶
建
造
費
へ
の
地
元
自
治

体
の
補
助
を
期
待
す
る
わ
け
で
あ
る
。
航
路
運
営
費
に
占
め
る
船

舶
建
造
コ
ス
ト
（
減
価
償
却
費
お
よ
び
利
子
）
の
割
合
は
い
ま
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
三
、
弾
カ
的
運
賃
制
度
の
導
入

　
い
ろ
い
ろ
と
困
難
な
間
題
も
予
想
さ
れ
る
が
、
利
用
者
に
よ
る

（
島
民
と
非
島
民
）
、
お
よ
ぴ
季
節
航
路
に
つ
い
て
は
季
節
に
よ

る
運
賃
差
を
設
定
す
る
こ
と
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
い
く
ぱ
く
で
も
収
支
の
改
善
を
は
か
る
半
面
、
島
民
利
用
に

対
す
る
割
引
制
度
マ
導
入
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
と
く
に
小

規
模
島
航
路
に
つ
い
て
）
。

　
四
、
本
四
架
橋
間
題

　
冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
本
四
架
橋
に
よ
っ
て
事
業
機
会
を
喪
失

す
る
航
路
業
者
に
つ
い
て
充
分
な
補
償
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
要
す
る
に
離
島
問
題
は
航
路
問
題
が
す
べ
て
で
は
な
く
そ
の
一

都
に
す
ぎ
な
い
が
、
離
島
人
口
が
依
然
と
し
て
減
少
を
つ
づ
け
て

い
る
こ
ん
に
ち
、
航
路
問
題
の
重
要
性
が
い
ち
だ
ん
と
高
ま
っ
て

い
る
と
考
え
る
。
ま
た
そ
う
し
た
認
識
の
必
要
性
が
増
大
し
て
い

る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
天
野
和
治
『
交
通
戦
争
の
現
場
』
動
草
書
房
、
昭
和
五
六
年
二

　
月
、
一
七
二
～
一
七
五
ぺ
ー
ジ
（
初
出
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
、
昭
和
五

　
五
年
四
月
八
日
号
「
崩
壊
に
直
面
す
る
離
島
航
路
」
）
。

（
2
）
　
鈴
木
正
明
（
運
輸
省
）
「
離
島
航
路
を
め
ぐ
る
諸
問
趨
」
（
薙
誌

　
『
し
ま
』
第
九
一
号
、
昭
和
五
二
年
十
一
月
所
収
）
参
照
。

（
3
）
　
宮
本
常
一
著
作
集
4
巻
（
『
日
本
の
離
島
』
第
一
集
　
未
来
社
）

　
＝
＝
一
ぺ
ー
ジ
。

（
4
）
　
す
で
に
完
成
し
た
夫
三
島
橋
の
ぱ
あ
い
、
同
橋
の
ル
ー
ト
と
ほ

　
ぽ
併
行
す
る
7
エ
リ
ー
航
路
の
み
を
経
営
し
て
い
た
事
業
者
は
、
廃

　
業
し
て
家
族
従
業
員
と
と
も
に
本
四
連
絡
橘
公
団
に
雇
用
さ
れ
て
い

蛎
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る
。

（
5
）
　
参
老
の
た
め
県
内
に
お
い
て
離
島
援
興
法
施
行
後
無
人
化
し
た

　
島
を
あ
げ
る
と
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
昭
和
三
五
年
か
ら
四
〇
年
に
無
人
島
化

　
　
百
貫
島
（
二
）
　
　
　
弓
削
町

　
　
御
五
神
島
（
六
五
）
　
字
和
島
市

　
　
遠
戸
島
（
二
七
）
　
　
　
〃

　
　
　
（
）
内
は
昭
和
三
五
年
国
調
人
口

　
昭
和
四
〇
年
か
ら
四
五
年
に
無
人
島
化

　
　
由
利
島
（
六
）
　
　
　
中
島
町

　
　
　
（
）
内
は
昭
和
四
〇
年
国
調
人
口

（
6
）
　
小
池
秀
夫
「
離
島
の
概
念
と
瀬
戸
内
島
娯
」
（
愛
知
学
院
大
経

　
営
研
究
所
報
『
地
域
分
析
』
十
六
巻
一
号
）

（
7
）
　
運
輸
白
書
（
昭
和
五
五
年
版
）
。
な
お
ω
の
文
猷
を
も
参
照
の

　
こ
と
。

（
8
）
　
魚
島
村
営
航
路
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
船
舶
に
係
る
利
子
お

　
よ
ぴ
滅
価
償
却
費
の
合
計
が
総
費
用
に
占
め
る
割
合
は
、
昭
和
五
三

　
年
度
五
・
二
％
、
五
四
年
度
五
・
一
％
、
五
五
年
度
五
．
四
％
で
あ

　
る
。
こ
れ
に
対
し
て
最
大
の
費
目
で
あ
る
船
員
費
は
同
じ
年
度
に
、

　
五
一
・
二
％
、
四
八
・
三
％
、
四
七
・
一
％
を
占
め
て
い
る
（
比
率

　
が
逐
年
低
下
し
て
い
る
の
は
燃
料
潤
滑
油
費
の
急
増
に
よ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
山
商
科
大
学
教
授
）
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