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港

溝

と

港
湾
は
自
然
的
成
因
か
ら
み
れ
ば
、
ナ
ポ
リ
の
火
口
港
、
南
洋
諸
島
の
珊
瑚
礁
港
、
ノ
ル
ウ
エ
イ
の
フ
ィ
ヨ
ル
ド
港
、
釜
石
・
鳥

羽
等
の
リ
ア
ス
港
・
香
港
・
ボ
ン
ベ
イ
の
島
嶼
港
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
縦
谷
裂
け
目
港
・
ロ
ン
ド
ン
・
ブ
ェ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の

河
口
港
の
よ
う
な
種
別
が
あ
り
、
ま
た
機
能
上
か
ら
み
れ
ば
、
漁
港
・
避
難
港
・
軍
港
・
観
光
港
・
商
港
・
工
業
港
等
の
種
別
に
わ

け
ら
れ
る
。
か
か
る
機
能
の
特
殊
化
は
港
湾
の
位
置
、
気
候
、
地
形
等
の
自
然
的
要
因
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
港
湾
に
と
つ
て
最
も
普
遍
的
な
機
能
は
、
船
舶
に
対
し
て
安
全
な
碇
泊
場
所
を
あ
た
え
、
貨
物
と
旅
客
に
対
し
、
海
陸
間
に

お
け
る
輸
送
手
段
の
取
換
え
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
商
港
的
機
能
は
港
湾
に
と
つ
て
基
礎
的
な
重
要
性
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
港
湾
固
有
の
商
業
的
活
動
と
関
連
し
て
、
港
湾
に
は
人
と
物
資
が
集
ま
つ
て
く
る
故
に
、
そ
こ
に
港
湾
集
落

業
（
宇
田
）

港
湾
に
は
種
々
の
形
態
が
あ
る
。

港

一
工

］
大
阪
港
の
復
興
計
画
を
中
心
と
し
て
ー
ー
＇

瀾

と

工

業
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と
こ
ろ
で
、

か
か
る
港
湾
に
お
け
る
工
業
立
地
集
積
の
構
造
は
、

工
業
が
立
地
し
、
総
合
的
性
格
を
お
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

錬
と
か
、

ま
た
は
都
市
が
形
づ
く
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
は
工
業
立
地
の
集
積
す
る
場
所
と
し
て
、
す
な
わ
ち
工
業
港
と
し
て
発
展
す
べ
き

傾
向
を
多
分
に
も
つ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
貨
物
を
積
み
卸
し
す
る
機
会
を
利
用
し
て
、
物
に
よ
っ
て
は
、
港
ま
た
は
そ
の
附
近
で

加
工
乃
至
製
造
を
行
う
こ
と
が
、
経
済
上
の
合
目
的
性
を
意
味
す
る
場
合
が
す
く
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
港
湾
ほ

水
上
運
送
に
よ
っ
て
低
廉
な
費
用
で
、
原
材
料
を
搬
入
し
製
品
を
搬
出
し
得
る
利
点
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ

(

1

)

 

「
港
湾
工
業
」

H
低
e
n
i
n
d
u
s
t
r
i
e

と
い
う
一
つ
の
立
地
類
型
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

港
湾
と
工
業
と
は
、

こ
に
お
い
て
、

一
方
に
お
い
て
、

ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
の
有
す
る
自
然
的
・
社
会

か
よ
う
に
密
接
な
関
連
を
も
つ
て
い
る
と
は
い
え
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
港
湾
に
工
業
が
発
達
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
ま
た
発
達
し
得
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
ず
、

工
業
化
し
た
地
域
の
港
湾
と
、

く
て
は
な
ら
な
い
。
後
進
地
域
の
港
湾
に
お
け
る
近
代
工
業
は
、
例
え
ば
、

ア
バ
ダ
ン
の
精
油
工
業
と
か
、

マ
ニ
ラ
の
コ
プ
ラ
加
工
の
ご
と
く
に
、
輸
出
原
料
の
粗
加
工
乃
至
半
製
品
的
工
業
か
、
も
し
く
は
単
純
な
生
産
過
程
に
よ

る
消
費
財
工
業
に
す
ぎ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
外
国
資
本
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

は
生
産
財
乃
至
耐
久
性
消
費
財
工
業
は
立
地
す
る
に
至
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

い
わ
ゆ
る
後
進
地
域
の
そ
れ
と
を
区
別
し
な

シ
ン
ガ
ボ
ー
ル
の
錫
精

そ
こ
に

工
業
地
域
の
港
湾
都
市
に
は
、
色
々
な
形
態
の

的
条
件
と
他
方
、
対
外
市
場
圏
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
、
現
実
に
は
き
わ
め
て
多
種
多
様
の
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ

れ
は
原
料
・
動
カ
・
工
業
用
水
の
供
給
、
人
口
を
は
じ
め
、
港
湾
を
中
枢
と
す
る
対
内
流
通
経
済
圏
と
か
、
海
外
市
場
圏
と
の
間
に

お
け
る
経
済
構
造
の
異
質
性
の
ほ
か
、
民
族
主
義
や
単
一
世
界
市
場
の
分
裂
等
の
問
題
と
も
関
連
し
て
く
る
。
こ
の
最
後
の
点
に
つ
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港

簿

と

エ

が
国
の
港
湾
に
も
多
く
の
例
が
あ
る
。

い
て
は
、
現
に
大
阪
が
中
国
市
場
の
喪
失
に
よ
っ
て
経
験
し
て
い
る
所
で
あ
り
、
ま
た
東
西
ド
イ
ツ
の
分
割
に
よ
っ
て
、

の
流
域
か
ら
切
断
さ
れ
た
西
独
の
ハ
ン
プ
ル
グ
港
も
同
じ
よ
う
な
難
関
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
上
記
の
港
湾
工
業
に
関
し
て
は
、
単
に
港
湾
を
中
心
と
し
て
立
地
し
た
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
工
業
を
総
称
す
る
以
外
に
、
積

極
的
に
そ
の
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
港
湾
工
業
に
と
つ
て
の
比
較
的
共
通
な
現
象
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
を

指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
造
船
業
や
そ
れ
に
関
連
す
る
機
械
器
具
工
業
は
い
わ
ば
港
湾
工
業
の
つ
き
物
で
あ
る
。
次
ぎ
に
、

船
舶
に
よ
っ
て
輸
移
入
さ
れ
る
原
材
料
に
加
工
す
る
工
業
（
例
え
ば
植
枷
油
・
ゴ
ム
等
）
が
し
ば
し
ば
港
湾
に
立
地
さ
れ
、

け
、
原
鉱
石
•
原
油
・
鋼
材
・
石
炭
等
の
重
量
貨
物
の
搬
入
に
便
利
な
港
湾
に
は
、
金
属
精
錬
を
は
じ
め
、
各
種
の
重
化
学
工
業
が

立
地
す
る
傾
向
が
あ
る
。
ニ
ュ
ヨ
ー
ク
、
バ
ル
テ
ィ
モ
ア
・
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
・
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
・
ハ
ン
プ
ル
グ
等
は
も
ち
ろ
ん
、
我

こ
れ
ら
の
重
化
学
工
業
は
、
原
料
ま
た
は
製
品
の
運
送
立
地
因
子
を
指
向
す
る
も
の
で
、
主
と
し
て
臨
港
地
帯
に
立
地
す
る
の
が

常
で
あ
る
。
こ
こ
で
立
地
因
子
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
所
に
立
地
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
主
要
な
費
用
節
約
因
子
を
意
味
す

~(2) 

る
。
他
方
に
お
い
て
、
敷
地
価
格
・
賃
銀
・
熟
練
性
・
伝
統
等
の
製
造
費
用
に
関
連
し
た
立
地
因
子
を
指
向
す
る
工
業
、
例
え
ば
、

紡
織
工
業
等
は
港
湾
地
帯
の
周
辺
に
立
地
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

大
体
に
お
い
て
、
港
湾
工
業
の
立
地
は
二
つ
の
系
統
に
わ
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
に
関
連
工
業
の
集
積
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
、

業
（
字
田
）

エ
ル
ベ
河

こ
れ
ら
の
中
間
に
種
々
の
工
業
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

か
か
る
立
地
上
の
相
対
的
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
港
湾
と
こ
れ
を
基
軸
と
す
る
後
方
地
帯
の
工
業
と
は
、
相
互
作
用
関
係

の
下
に
立
つ
て
い
る
。
工
業
の
進
展
は
、
港
湾
に
出
入
す
る
貨
物
と
船
舶
の
増
大
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
港
湾
施
設
の
改
善
と
充

と
り
わ
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大
阪
は
、
水
運
の
便
を
基
礎
と
し
て
発
達
し
た
都
市
で
あ
る
こ
と
は
、
市
内
を
縦
横
に
貫
ぬ
く
大
小
無
数
の
河
川
・
運
河
に
よ
っ

て
も
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
中
之
島
・
堂
島
等
の
ご
と
く
、
場
所
に
よ
っ
て
非
常
に
風
致
を
添
え
て
い
る
も
の
も
あ
る

が
、
今
は
輸
送
に
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
お
ら
な
い
。
な
か
に
は
、
ド
ス
黒
い
水
が
淀
ん
で
下
水
溝
と
か
わ
ら
ぬ
も
の
も
あ
り
、
現
に

橋
畔
で
昼
寝
を
し
て
い
た
子
供
が
堀
割
の
水
か
ら
発
生
す
る
ガ
ス
の
た
め
に
窒
息
し
て
死
ん
だ
例
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
道
頓
堀
の

連
河
な
ど
を
塵
芥
を
積
ん
だ
船
が
木
津
川
畔
の
焼
却
場
の
方
へ
通
行
し
て
い
る
の
を
時
々
見
受
け
る
。
ま
た
、
毛
馬
の
間
門
を
通
過

す
る
船
（
お
も
に
に
砂
利
な
ど
を
積
ん
だ
）
は
一
日
平
均
百
隻
く
ら
い
に
達
す
る
と
い
う
か
ら
、

運
河
の
利
用
価
値
は
失
わ
れ
て
し
ま
つ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
述
ぺ
た
の
は
大
阪
の
都
心
部
に
近
い
方
面
の
運
河

で
あ
っ
て
、
港
に
近
い
方
面
、
す
な
わ
ち
、
昭
和
橋
（
安
治
Jlf)
、
岩
崎
橋
（
尻
無
川
）
、
大
浪
橋
（
木
津
川
）

(

3

)

 

註
(

1

)
(
2
)
 

二

以
西
に
な
る
と
、
全
く
状

交
通
機
関
の
発
達
し
た
現
在
で
も
、

実
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
逆
に
港
湾
施
設
の
整
備
は
、
臨
港
地
帯
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
の
後
方
お
よ
び
周
辺
に
立
地
す
る
す
べ
て
の

(

3

)

 

工
業
と
港
湾
と
の
輸
送
連
絡
を
合
理
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業
の
発
展
を
促
が
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
戦
後
の
大

阪
港
に
お
け
る
「
内
港
化
」
計
画
の
地
域
経
済
に
た
い
す
る
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

F
.
 
O
t
r
e
m
b
a
 "
 Die Agrar-industriegeographie
参
照

A
.
 W
e
b
e
r
 :
 Reine Theorie des Standorts 

E
•
H
8
V
臼
ズ

r
h
e
Location af 
E
 8
 no
m
i
c
 activty
参
照

商
港
に
お
け
る
貨
物
の
小
運
送
費
用
即
ち
、
鉄
道
又
は
ト
ラ
ッ
ク
と
本
艤
積
卸
賃
、
孵
鯖
賃
等
の
諸
掛
は
、
距
離
の
割
り
に
、
商
品
価
格

に
た
い
し
て
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
（
矢
野
剛
奢
「
商
港
論
」
参
照
）
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港

湾

と

エ

の
工
業
港
た
る
性
格
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。

況
が
一
変
す
る
。
そ
こ
で
は
小
汽
船
・
機
帆
船
・
絆
船
な
ど
の
出
船
・
入
船
あ
る
い
は
溜
り
船
が
運
河
を
に
ぎ
わ
し
、
．
は
つ
き
り
と

港
湾
風
景
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
溜
り
に
繋
泊
し
た
絆
船
の
う
ち
に
は
、
女
房
や
子
供
も
一
し
よ
に
船
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
も

の
も
あ
っ
て
、
広
東
あ
た
り
の
「
蛋
民
」
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
辺
り
か
ら
、
す
で
に
大
阪
港
の
港
域
に
は
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

港
内
に
碇
泊
す
る
大
型
汽
船
の
見
え
る
河
口
ま
で
行
く
に
は
、
ま
だ
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
。

前
に
述
べ
た
如
く
、
大
阪
は
舟
運
の
利
に
恵
ま
れ
て
発
展
し
た
港
湾
都
市
で
あ
る
が
、
市
域
が
拡
張
さ
れ
た
の
と
、
港
の
位
置
が

河
岸
か
ら
河
口
へ
移
動
し
、
淀
川
の
水
運
が
殆
ん
ど
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
や
や
も
す
れ
ば
、
港
湾
機
能
の
重
要
性
は
市

内
居
住
の
局
外
者
に
は
、
そ
れ
仕
ど
強
烈
に
意
識
さ
れ
な
い
。
横
浜
や
神
戸
だ
と
、
家
の
窓
か
ら
港
が
見
渡
さ
れ
、
港
す
な
わ
ち
市

街
と
い
っ
た
感
じ
が
あ
る
に
対
し
て
、
現
在
の
大
阪
港
は
都
市
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
セ
ン
タ
ー
か
ら
離
れ
す
ぎ
て
い
る
廠
じ
が
す
る
。
こ

れ
は
一
っ
に
は
地
形
的
に
、
高
台
の
な
い
平
地
の
上
に
、
市
街
が
発
達
し
て
い
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
質
的
に
は
、
大

阪
市
お
よ
び
衛
星
都
市
の
工
業
生
産
は
多
か
れ
少
か
れ
、
港
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
阪
港
の
出
入
貨
物
量
は
終
戦
後
次
第
に
増
加
し
て
、
最
近
は
千
三
百
万
ト
ン
位
に
な
っ
て
い
る
。
戦
前
の
レ
コ
ー
ド
ー
―
ー
千
万
ト

ン
（
昭
和
十
四
年
）
の
半
分
に
も
足
り
な
い
有
様
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
横
浜
・
神
戸
・
東
京
・
名
古
屋
•
関
門
を
ふ
く
む
六
大
港

中
の
筆
頭
に
あ
る
。
し
か
も
、
港
の
貿
易
尻
に
お
い
て
、
著
し
い
「
ト
ン
量
入
超
・
価
額
出
超
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
阪
港

と
こ
ろ
が
、
大
阪
港
に
出
入
す
る
貨
物
の
大
部
分
、
す
な
わ
ち
ト
ン
数
の
七
割
ま
で
は
内
国
貨
物
で
あ
る
。
輸
入
貨
物
量
に
つ
い

て
は
、
神
戸
と
た
い
し
た
差
は
な
い
け
れ
ど
も
、
輸
出
貨
物
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
神
戸
の
方
が
大
阪
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の

業
（
宇
田
）
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こ
と
は
、
神
戸
に
も
工
場
が
多
く
、
ま
た
神
戸
か
ら
積
出
さ
れ
る
輸
出
品
は
阪
神
地
方
の
生
産
物
に
限
ら
な
い
点
な
ど
を
考
慮
し
て

も
、
神
戸
は
大
阪
に
と
つ
て
、
か
な
り
外
港
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

神
戸
港
が
大
阪
港
に
比
し
て
よ
り
多
く
の
輸
出
入
貨
物
を
取
扱
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
神
戸
が
工
業
港
と
し

商
港
と
し
て
は
古
い
歴
史
と
伝
統
を
も
ち
、
外
国
商
社
の
オ
フ
ィ
ス
を
構
え
る
も
の
が
多
く
、

の
余
恵
を
満
喫
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
港
湾
の
設
備
に
も
特
殊
の
も
の
が
あ
り
。
例
え
ば
、
綿

わ
が
国
全
輸
入
量
の
四
五
％
は
神
戸
港
で
荷
揚
げ
さ
れ
て
い
る
（
名
古
屋
・
四
日
市
港
一
―

1
0
*
、

％
）
。
し
か
し
、
大
阪
港
は
近
代
的
港
湾
と
し
て
の
ス
ク
ー
ト
に
立
ち
遅
れ
、
ま
た
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
港
湾
の
構
造
に
も
種
々

の
欠
点
が
あ
っ
て
、
国
際
海
運
界
に
お
け
る
外
国
貿
易
港
と
し
て
の
地
位
は
ま
だ
確
立
す
る
に
至
ら
な
い
。

大
阪
港
は
太
平
洋
な
ら
び
に
大
西
洋
両
運
賃
同
盟
の
積
出
港
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

パ
両
航
路
に
対
し
て
貨
物
を
輸
出
し
得
な
い
こ
と
は
、

り
、
工
場
の
敷
地
と
工
業
用
水
の
供
給
が
得
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
大
阪
港
は
広
い
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
を
有
し
工
業
港
と
し
て
の

発
展
性
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
す
ぐ
れ
た
地
理
的
位
置
と
相
侯
つ
て
、
移
出
入
貨
物
の
取
扱
に
お
い
て
は
前
記
の
如
く
全
国
第
一
位

を
誇
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
か
ら
神
戸
港
は
定
期
航
路
の
大
型
貨
客
船
あ
る
い
は
貨
物
船
の
入
港
が
頻
繁
で
あ
る
が
、
大
阪

港
は
内
国
航
路
を
別
と
す
れ
ば
、
不
定
期
貨
物
か
、
ま
た
は
小
型
の
国
内
貨
物
船
が
主
と
し
て
寄
港
す
る
。
要
す
る
に
、
阪
神
両
港

は
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
っ
て
、
互
い
に
長
短
を
補
い
合
う
べ
き
関
係
に
立
つ
て
い
る
。
か
か
る
商
港
的
機
能
と
工
業
港
的
機
能
と
の

対
比
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
両
港
の
間
に
も
み
ら
れ
、
こ
の
場
合
も
石
油
の
産
出
の
ほ
か
に
、
後
背
地
の
広
さ
の

花
に
つ
い
て
も
、

て
は
、

と
も
か
く
、

e
a
r
l
y
 
s
t
a
r
t
 

大
阪
港
一
七

ヨ
ー
ロ
ッ

こ
れ
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
神
戸
港
は
背
後
に
山
が
迫
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註
(
1
)

潮
を
待
っ
て
河
川
を
渕
航
す
る
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
、

ま
し
て
航
洋
汽
船
の
大
部
分
は
大
阪
へ
の
寄
港
を
避
け
る
の
が
常
で
あ
っ

大
阪
の
築
港
工
事
は
明
治
三
十
年
に
な
っ
て
漸
く
は
じ
め
ら
れ
た
。
そ
の
以
前
の
大
阪
港
は
外
国
貿
易
に
関
す
る
か
ぎ
り
ほ
と
ん

ど
空
白
の
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
築
港
以
前
に
お
い
て
も
、
帆
船
の
出
入
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。
し
か
し
小
型
汽
船
さ
え
満

た
。
そ
の
た
め
、

主
も
に
絆
船
ま
た
は
鉄
道
に
よ
っ
て
阪
神
間
の
貨
物
輸
送
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

て
、
今
で
も
神
戸
を
経
由
す
る
貨
物
が
か
な
り
多
い
こ
と
は
前
に
の
べ
た
所
で
あ
る
。

こ
れ
が
惰
性
と
な
っ

と
こ
ろ
が
、
右
の
築
港
に
よ
っ
て
大
型
汽
船
の
入
港
が
多
く
な
り
、
大
阪
港
に
お
い
て
直
接
貨
物
を
積
卸
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

(

1

)

 

う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
が
大
阪
の
工
業
発
展
を
推
進
し
た
こ
と
は
顕
著
な
も
の
が
あ
っ
た
。
も
し
、
築
港
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
な

築
港
の
結
果
、

ら
ば
大
阪
お
よ
び
隣
接
都
市
に
お
け
る
工
業
地
帯
の
発
展
は
よ
往
ど
か
わ
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

C

2

)

 

単
に
港
か
ら
直
接
積
卸
さ
れ
る
貨
物
が
増
加
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
埋
立
地
が
出
現
し
、
そ
れ
が
岩
壁
・
上
屋
・
倉
庫
等
に
使
用
さ

れ
、
残
り
の
地
面
が
工
場
地
帯
と
し
て
利
用
さ
れ
、

拡
大
の
時
期
で
あ
る
が
、

そ
の
影
響
は
臨
港
地
帯
以
外
の
工
業
立
地
に
も
及
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
阪
港

で
最
も
貨
物
の
輻
糠
し
た
時
期
は
、
第
一
次
大
戦
中
の
好
景
気
時
代
と
、
満
洲
事
変
以
後
に
お
け
る
為
替
安
に
よ
る
と
対
外
市
場
の

こ
の
二
つ
の
時
期
に
お
け
る
原
料
資
材
の
入
貨
な
ら
び
に
製
品
の
出
貨
の
異
常
な
激
増
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

船
舶
の
入
津
増
加
と
荷
役
の
需
要
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
港
湾
設
備
が
す
で
に
一
応
整
備
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

「
港
は
産
業
を
開
発
し
ま
す
。
・
・
・
・
・
・
港
は
・
・
・
・
・
・
運
賃
が
安
い
と
か
｀
人
の
往
来
に
側
で
あ
り
交
換
す
べ
き
物
賓
の
集
散
に
便
利
で
あ
り
、

従
つ
て
其
の
附
近
に
物
を
生
産
し
て
引
き
合
う
様
に
な
り
、
人
の
住
居
に
も
便
宜
に
な
り
ま
す
か
ら
、
其
の
湯
所
及
び
附
近
が
開
発
さ
れ

業
（
宇
田
）

大
小
が
主
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
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(

1

)

(

2

)

 

は
河
船
の
出
入
を
主
と
し
た
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
な
い
。

（
山
本
五
郎
著
「
菌
簿
経
済
」
三
五
頁
）

埋
立
地
の
総
面
積
は
現
在
三
九

0
万
平
カ
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。

一
時
堺
港
が

さ
て
、
戦
後
の
大
阪
港
は
「
内
港
化
」
を
指
導
原
理
と
し
て
、
復
興
計
画
を
行
い
つ
つ
あ
る
。
こ
の
内
港
化
と
は
そ
も
そ
も
何
を

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、

意
味
す
る
か
、
そ
れ
は
工
業
と
ど
ん
な
関
連
が
あ
る
か
。
こ
の
こ
と
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
大
阪
港
の
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴

(

1

)

 

こ
の
港
は
河
港
の
時
期
か
ら
、

ら
に
海
港
化
の
修
正
と
し
て
の
内
港
化
の
時
期
へ
と
、
三
つ
の
段
階
に
わ
た
る
弁
証
法
的
な
発
展
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

河
港
と
は
正
職
に
い
え
ば
、
内
河
航
運
の
港
で
あ
り
、
河
競
の
み
が
繋
泊
し
て
、
航
洋
艇
の
入
港
し
な
い
港
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
場
合

第
一
期
の
河
港
時
代
は
明
治
維
新
の
開
港
以
前
で
あ
る
。
古
代
の
浪
速
津
は
淀
川
の
デ
ル
ク
の
上
に
つ
く
ら
れ
た
集
落
で
、
水
陸

交
通
の
要
衝
を
占
め
、

ま
す
」

l-

＿
 

か
つ
淀
川
流
域
に
は
肥
沃
な
土
壌
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
が
、
水
運
に
恵
ま
れ
た
反
面
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば

津
浪
と
洪
水
の
災
禍
に
な
や
ま
さ
れ
た
。
奈
良
朝
時
代
も
京
都
へ
都
が
移
つ
て
か
ら
以
後
も
、
大
阪
は
後
方
に
都
を
ひ
か
え
、
京
都

と
の
間
は
舟
運
に
よ
っ
て
連
絡
さ
れ
、
河
港
都
市
と
し
て
発
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

上
古
す
で
に
、
三
韓
・
隋
・
唐
の
外
国
船
の
寄
港
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
降
つ
て
足
利
時
代
（
十
六
世
紀
）
に
は
、

大
阪
に
代
つ
て
外
国
船
の
出
入
り
す
る
開
港
と
な
っ
た
の
は
、

史
を
さ
か
の
ぼ
つ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

い
ま
、

こ
の
頃
す
で
に
淀
川
の
水
深
・
河
幅
等
が
堆
砂
の
た
め
大
型
帆
船
の

海
港
化
の
時
期
へ
、
さ

276 



港

湾

と

H

航
行
に
適
し
な
く
な
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
豊
臣
秀
吉
が
大
阪
に
居
城
を
営
む
に
及
ん
で
、
堺
の
商
人
た
ち
を
城
下
に
誘
致
し
、

港
の
繁
栄
を
復
活
さ
せ
た
が
、

こ
の
時
分
か
ら
河
川
の
浚
渫
と
運
河
の
開
さ
く
が
盛
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
城
．

下
町
の
発
達
に
つ
れ
、
米
穀
・
建
築
用
材
・
土
石
等
の
輸
送
の
便
を
は
か
る
た
め
で
、
さ
ら
に
徳
川
幕
府
時
代
に
は
東
西
横
堀
•
長

と
り
わ
け
、

こ
の
時
代
の
河
港
は
す
な
わ
ち
「
船
場
」
で
あ
っ
た
。
堂
島
河
岸
に
は
諸
藩
の
蔵
屋
敷
が
置
か
れ
、
米
を
は
じ
め
諸
国
の
物
産
は

そ
こ
へ
集
貨
さ
れ
、
商
業
取
引
は
き
わ
め
て
殷
賑
で
あ
っ
た
。
天
満
橋
・
伏
見
間
の
淀
川
筋
は
最
も
重
要
な
輸
送
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
河
川
運
送
業
の
経
営
は
区
間
と
積
荷
の
種
類
別
に
組
織
さ
れ
た
船
仲
間
の
独
占
す
る
所
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
疇
土
砂
堆

(

2

)

 

積
の
た
め
河
川
・
運
河
は
し
ば
し
ば
浚
渫
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
泥
砂
を
安
治
川
南
岸
に
堆
積
し
て
で
き
た
の
が
天
保
山
で

あ
る
。
こ
う
し
た
運
河
の
修
理
も
幕
末
の
混
乱
期
に
は
放
置
さ
れ
た
か
ら
、
明
治
元
年
七
月
、
大
阪
開
港
が
決
定
さ
れ
た
時
は
安
治

川
の
河
口
に
泥
砂
が
た
ま
り
、
大
型
船
舶
は
支
障
な
し
に
は
通
航
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
開
港
以
後
は
海
港
化
あ
る
い
は
築
港
計
画
の
時
期
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
明
治
初
年
は
さ
す
が
の
大
阪
町
人
の
資
力
も
疲

弊
し
て
お
り
、
経
済
的
に
も
技
術
面
に
お
い
て
も
、
大
阪
築
港
を
遂
行
す
る
だ
け
の
力
が
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
＂
神
戸
は
外
国
貿
易

港
、
大
阪
は
内
国
貿
易
港
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
分
担
す
る
形
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
た
だ
、
新
し
い
蒸
汽
船
が
淀
川
を

上
下
す
る
よ
う
に
な
り
、
蒸
汽
曳
船
も
登
場
し
今
の
モ
ー
タ
ー
曳
船

t
u
g
b
o
a
t
の
前
身
と
な
っ
た
。

大
阪
の
河
港
時
代
は
、
市

内
の
手
工
業
な
い
し
家
内
工
業
に
と
つ
て
、
原
料
お
よ
び
加
工
品
の
大
量
運
送
の
必
要
が
な
く
、
ま
た
生
産
者
の
住
居
と
仕
事
場
と

業
（
字
田
）

村
瑞
軒
に
よ
っ
て
開
さ
く
さ
れ
た
安
治
川
運
河
で
あ
る
。

堀
・
高
津
堀
・
道
頓
堀
等
多
数
の
運
河
が
相
次
い
で
開
さ
く
せ
ら
れ
た
。

重
要
な
も
の
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
河
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天
保
以
前
か
ら
そ
こ
が
浚
渫
土
砂
の
盛
り
湯
所
で
あ
っ
た
が
、
特
に
天
保
時
代
に
多
く
積
ま
れ
た
の
で
天
保
山
と
称
す
る
。
も
と
は
高
さ

1
0間
の
小
山
で
、
周
囲
も
広
く
、
船
舶
の
航
路
目
標
と
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
年
間
に
敷
地
に
利
用
す
る
た
め
大
部
分
取
り
こ
わ
さ
れ
た
c

蒸
汽
船
の
往
復
は
京
阪
間
に
鉄
道
開
湿
後
も
な
お
し
ば
ら
く
の
間
続
け
ら
れ
た
。

海
港
化
時
代
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
大
阪
の
築
港
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

い
つ
頃
か
ら
港
湾
施
設
の
近
代
化
が
は
じ
ま
っ
た
か
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

港
を
意
味
す
る
外
国
語
に
は
、h
~
r
b
o
u
r

と
弓

r
t
が
あ
り
、
前
者
は
、
風
波
の
障
害
か
ら
保
護
さ
れ
る
よ
う
な
地
形
的
条
件
を
具

備
し
、
船
舶
の
碇
泊
に
適
し
た
場
所
を
意
味
す
る
に
対
し
て
、
後
者
は
、
陸
運
と
水
運
と
の
間
に
お
け
る
貨
客
の
積
換
え
（
乗
換
え
）

に
必
要
な
荷
役
施
設
（
棧
橋
・
岸
壁
・
倉
庫
・
孵
船
等
）

―
つ
の
港

湾
の
分
離
し
得
な
い
構
成
要
索
で
あ
る
が
、
約
一
世
紀
前
ま
で
の
船
型
が
小
さ
か
っ
た
時
代
は
、
自
然
的
な

h
a
r
b
o
u
r
を
基
礎
と
し

て

p
o
r
t
が
つ
く
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
船
型
が
大
き
く
な
り
、
ま
た
築
港
技
術
が
進
歩
し
た
結
果
、
港
湾
の
自
然
的
構
造
に
欠
点
．

が
あ
っ
て
も
、
商
業
貿
易
上
荷
役
の
需
要
の
多
い
よ
う
な
場
所
に
人
工
を
加
え
て
、

(

3

)

 

(
2
)
 

註
(

1

)

四

の
つ
く
ら
れ
た
場
所
を
意
味
す
る
。
両
者
は
結
局
に
お
い
て
、

河
港
時
代
に
つ
い
て
の
記
述
は
明
治
大
正
及
び
大
正
昭
和
「
大
阪
市
史
」
、

の
分
離
も
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
次
の
海
港
時
代
、

百
r
b
o
r
を
つ
く
る
と
い
う
傾
向
が
む
し
る

と
く
に
産
業
革
命
の
段
階
に
進
入
し
た
日
清
戦
争
前
後
か
ら
は
、

．． 

工
業
用
水
・
工
場
へ
の
貨
物
運
送
・
織
工
の
住
宅
・
通
勤
等
の
問
題
を
顧
慮
す
る
必
要
が
起
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。

工
場
敷
地

そ
の
前
に
先
進
ヨ
ー
ロ
ツ
。
い
で
は
、

「
大
阪
市
風
土
記
」
等
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
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港

溝

と

エ

海
港
で
、

ロ
ン
ド
ン
港
な
ど
も
、

般
的
と
な
っ
た
。
そ
し
て
近
代
的
築
港
の
主
要
な
方
法
は
築
堤
．
浚
渫
・
埋
立
の
三
つ
か
ら
成
つ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
港
湾

が
自
然
的
構
造
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
商
港
と
さ
れ
た
時
代
か
ら
、

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
著
し
い
例
は
ス
エ
ズ
運
河
と
。
ハ
ナ
マ
運
河
の
開
さ
く
で
あ
る
。

世
紀
中
港
湾
設
備
は
非
常
に
改
善
さ
れ
た
。
そ
し
て
設
備
の
規
模
が
大
き
く
な
る
と
同
時
に
、
機
能
分
化
も
進
み
、

種
の
貨
物
を
専
門
に
取
扱
う
設
備
を
も
っ
た
港
や
、
一
つ
の
港
内
に
機
能
別
又
は
目
的
別
に
、

き
て
き
た
。

一
八

0
0年
頃
は
ド
ッ
ク
、
倉
庫
等
の
設
備
を
も
っ
た
港
は
き
わ
め
て
稀
れ
で
あ
っ
た
が
、
十
九

一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
港
内
の
泊

地
を
拡
張
し
、
穀
物
、
冷
凍
肉
、
木
材
等
に
対
す
る
特
殊
な
設
備
を
つ
く
る
に
至
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
港
は
一
八
七

二
年
北
海
に
連
絡
す
る
運
河
の
開
さ
く
に
よ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
に
対
す
る
貿
易
の
門
戸
と
な
り
、

ち
、
最
大
の
貨
物
量
を
取
扱
う
港
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
世
界
の
主
要
な
港
湾
の
位
置
を
み
る
と
、
大
体
四
つ
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
第
一
は
、
河
口
ま
た
は
河
岸
に
あ
る

ロ
ン
ド
ン
、

ら
か
な
り
遠
距
離
の
地
点
に
お
い
て
航
洋
船
と
河
船
が
連
絡
す
る
場
所
に
港
が
あ
る
。
ま
た
、

て
は
海
港
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
純
然
た
る
河
港
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
と
ハ
ン
プ
ル
グ
は
海
か
ら
六
七
マ
イ
ル
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
は
五

0
マ
イ
ル
、

業
（
宇
田
）

ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
、

ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
に
お
い
て
さ
え
、

ア
ン
ト
ワ
ー
プ
、

一
八
世
紀
中
は
、

ハ
ン
プ
ル
グ
、

―
つ
の
澪
船
渠
を
も
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、

ー
ユ
ー
オ
ル
リ
ー
ン
ス
は
一
―
四
マ
イ
ル

ロ
ー
マ
、

゜ヽ
）、

ノ
ー

ケ
ル
ン
等
は
か
つ

ロ
ン
ド
ン
を
除
く
西
欧
諸
港
の
う

ポ
ル
ド
ー
等
が
こ
の
部
類
に
は
い
り
、

一
種
ま
た
は
数

い
ず
れ
も
海
か

個
々
の
区
分
を
設
け
る
も
の
が
で

「
商
業
が
港
湾
を
つ
く
る

C
o
m
e
r
c
e
m
a
k
e
s
 harbors」
時
代
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ア
ン
ゼ
ル
ス
、
神
戸
、

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
、

自
然
の
港
湾
で
は
な
い
が
、

湾
都
市
に
転
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

は
最
も
有
利
な
条
件
を
も
つ
て
い
る
。

得
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。

離
れ
た
位
置
に
あ
る
。

ル
・
ア
ー
プ
ル
、

ジ
ェ
ノ
ア
の
諸
港
が
こ
れ
に
類
す
る
の
で
あ
る
。

防
波
堤
を
築
い
て
海
港

(
b
r
e
a
k
w
a
t
e
r
p
o
r
t
)

こ
の
よ
う
に
商
港
が
河
岸
に
セ
地
し
た
の
は
歴
史
的
な
理
由
が
あ
り
、

と
な
し
た
も
の
で
、

一
ユ
ー
ヨ
ー
ク
、

• 
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
等
が
こ
れ
に

そ
れ
は
水
運
が
陸
連
に
比
し
て
低
廉
な
輸
送
手
段
で
あ
る

た
め
、
内
国
商
業
は
早
く
か
ら
舟
連
の
便
あ
る
河
川
を
基
軸
と
し
て
発
達
し
た
こ
と
と
、
古
い
時
代
の
荘
船
は
海
賊
の
掠
奪
を
警
戒

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
船
舶
の
吃
水
の
許
す
か
ぎ
り
、
渕
航
し
て
碇
泊
す
る
の
が
安
全
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
河
岸
に
位
置
す
る
港
は
百
年
く
ら
い
前
か
ら
、
汽
船
の
航
行
に
狭
あ
い
と
な
り
、
た
え
ず
浚
渫
に
よ
っ
て
水
深
を
維

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

あ
る
殷
か
に
、
港
の
通
路
が
泥
砂
や
流
量
の
変
動
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
不
便
が
あ
る
。
し
か
し
一
面
、
陸
地
に
よ
り
深
く
接
近
し

第
二
の
型
は
海
洋
へ
の
距
離
が
近
く
自
然
の
港
湾
に
臨
ん
で
い
る
も
の
で
、

類
す
る
。
こ
の
種
の
港
は
埠
頭
や
棧
橋
へ
の
航
行
時
間
が
節
約
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
広
い
泊
地
面
積
が
得
ら
れ
、
海
港
と
し
て

第
三
の
型
は
浚
渫
ま
た
は
運
河
の
開
さ
く
に
よ
っ
て
、
船
舶
の
航
行
で
き
る
通
路
を
つ
く
り
、
も
つ
て
単
な
る
内
陸
都
市
か
ら
港

五
五
マ
イ
ル
、
後
者
は
五

0
マ
イ
ル
の
運
河
に
よ
っ
て
海
口
に
連
絡
さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
型
は
、

こ
の
種
の
港
は
船
舶
の
出
入
に
際
し
、
航
速
力
を
下
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
た
め
時
間
的
ロ
ス
が

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
や
ア
メ
リ
カ
の
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

Houston
が
こ
の
好
例
で
あ
る
。
前
者
は

大
阪
港
や
ロ
ス
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港

と 五
工

こ
の
よ
う
に
海
港
に
は
位
置
の
上
か
ら
、
色
々
の
型
が
あ
る
が
、
工
業
港
と
し
て
は
河
口
港
か
も
し
く
は
汽
船
の
遡
航
で
き
る
河

岸
に
あ
る
海
港
が
望
ま
し
い
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
、
広
大
な
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
を
ひ
か
え

工
業
用
水
の
供
給
に
不
自
由
な
く
、
内
河
運
送
を
利
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

ー
プ
等
は
き
わ
め
て
有
利
な
立
地
条
件
を
も
つ
て
い
る
。
大
阪
港
も
淀
川
の
河
口
に
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

得
た
わ
け
で
あ
る
。

先
に
述
ぺ
た
如
く
、
大
阪
の
築
港
計
画
は
明
治
の
初
か
ら
、
．
財
界
有
力
者
の
間
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
経
費
等
の
関
係
か
ら

一
朝
一
夕
に
は
実
現
し
得
な
か
っ
た
。
明
治
新
政
府
は
差
当
り
治
河
使
に
命
じ
て
安
治
川
口
の
浚
渫
を
行
わ
し
め
、

か
ら
西
北
に
突
出
す
る
長
さ
三
百
メ
ー
ト
ル
の
小
防
波
堤
が
つ
く
ら
れ
た
。
明
治
十
九
年
内
務
省
地
理
局
図
籍
課
の
作
成
に
か
か
る

五
千
分
の
一
の
大
阪
地
図
に
は
、
こ
の
防
波
堤
が
か
た
つ
む
り
の
、
角
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
築
港
に
よ
っ
て
、
港
頭
一
帯

の
景
観
は
全
く
一
変
し
た
が
、

か
つ
て
は
観
艦
式
記
念
碑
の
場
所
あ
た
り
が
港
の
最
尖
端
部
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
十
年
(
-
八
七
八
）
ひ
と
り
の
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師

J
o
h
a
n
e
s
d
e
 Reike~ 

作
成
せ
し
め
た
築
港
の
設
計
は
、

淀
川
改
修
を
前
提
と
し
た
も
の
で
、
両
者
を
切
り
離
し
て
工
事
を
行
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

業
（
宇
田
）

ロ
ン
ド
ン
、

ア
ン
ト
ワ

工
業
港
と
し
て
発
展
し

ま
た
旧
天
保
山

淀
川
の
水
源
は
、
琶
琶
湖
で
あ
り
、
上
流
に
は
瀬
田
川
、
宇
治
川
が
あ
る
。
そ
れ
は
桂
川
と
合
流
し
て
淀
川
と
な
り
、
さ
ら
に
木
津
川

を
合
わ
せ
、
下
流
に
お
い
て
神
崎
・
中
津
の
二
支
流
と
わ
か
れ
て
大
阪
市
内
を
流
下
し
、
新
淀
川
の
放
水
路
は
な
か
っ
た
。
淀
川
は
淮

湾
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成
に
使
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
基
礎
に
し
て
、

棧
橋
、

突
堤
、
繋
船
岸
、
荷
揚
場
、
船
溜
等
を
設
備
す
る
一
方
、

木
津
川
、
千
歳
の
三
運
河
を
開
さ
く
し
た
。
ま
た
、
右
の
基
本
設
備
と
平
行
し
て
個
別
的
に
、
桜
島
棧
橋
と
埋
立
、
梅
町
棧
橋
と
埋

立
の
ほ
か
南
港
町
の
埋
立
等
が
つ
く
ら
れ
た
。
さ
ら
に
＼
川
口
波
止
場
（
内
国
航
路
の
タ
ー
‘
‘
、
ナ
ル
で
あ
っ
た
）
が
狭
く
な
っ
た
の
で
、

の
略
で
、
明
治
七
年
大
阪
湾
の
千
潮
時
最
低
水
位
を

0
p
o
と
し
て
い
る
）

こ
の
工
事
の
主
要
な
点
は
、
南
北
に
防
波
堤
を
築
く
と
と
も
に
、

（
経
饗
雛
の
た
め
大
正
二
年
一
時
中
止
）
三
十
ケ
年
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

級
の
汽
船
が
大
阪
港
に
入
港
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、

の
問
題
は
こ
こ
に
一
応
解
決
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

の
水
深
ま
で
ド
レ
ッ
ジ
し
て
こ
の
土
砂
を
埋
立
地
造

港
内
の
通
を
0
p

下
八
•
五
メ
ー
ト
ル

(
T
h
eO
s
a
h
a
 Peil 

こ
の
第
一
次
築
港
の
完
成
は
明
治
三
十
年
か
ら
昭
和
三
年
ま
で

こ
の
淀
川
改
修
と
連
繋
し
て
、
明
治
一
―
-
＋
年
、
築
港
工
事
が
着
工
さ
れ
た
（
費
用
は
大
阪
市
が
お
も
に
負
担
し
国
庫
の
補
助
が
あ

っ
た
）
。
そ
し
て
、
三
十
六
年
八
月
防
波
堤
と
港
内
の
部
分
的
〇
渫
を
待
っ
て
港
の
使
用
が
開
始
さ
れ
、

（
「
淀
川
治
水
誌
」
参
照
）
。

漑
•
水
運
に
役
立
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
ば
し
ば
水
害
を
も
た
ら
し
た
。
洪
水
の
防
止
、
減
水
期
に
お
け
る
灌
漑
、
水
路
の
疏
通
に
つ

い
て
は
、
管
轄
が
二
府
一
＿
一
県
に
ま
た
が
つ
て
い
る
た
め
、
上
・
中
・
下
流
域
の
住
民
の
利
害
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
か
っ
た
。
大
阪
港

（
明
治
十
八
年
の
大
水
害

天
保
山

と
運
河
に
と
つ
て
は
泥
砂
の
堆
積
が
問
題
で
あ
り
、

に
は
、
大
阪
市
内
が
殆
ん
ど
全
く
浸
水
、
中
之
島
方
面
で
は
家
展
の
窓
か
ら
人
を
救
出
し
た
。
．
大
き
な
橋
は
残
ら
ず
流
出
し
交
通
は
杜
網
し
た
）
。

ま
た
洪
水
時
の
市
内
浸
水
も
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。

結
局
、
淀
川
改
修
計
画
の
予
算
案
は
明
治
二
十
九
年
の
議
会
を
通
過
し
、
新
淀
川
と
長
柄
運
河
が
開
さ
く
さ
れ
、
つ
づ
い
て
毛
馬

間
門
と
洗
摂
が
建
設
さ
れ
た
結
果
、
大
阪
市
内
を
な
が
れ
る
淀
川
の
流
量
は
完
全
に
調
節
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
洪
水
と
流
砂
堆
積

こ
こ
に
は
じ
め
て
一
万
ト
ン
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港

湾

と

H

て
、
港
の
泊
地
が
西
向
き
に
ひ
ら
い
て
お
り
、
＋
1

1

、

そ
の
仕
か
民
間
商
社
の
出
資
に
よ
っ
て
繋
船
岸
が
増
設
さ
れ
（
代
償
と
し
て
背
後
の
地
面
な
倉
康
に
利
用
せ
し
め
た
）
、
．
住
友
岸
壁
等
が

つ
く
ら
れ
、
鉄
道
専
用
の
繋
船
岸
に
は
三
千
ト
ン
級
の
石
炭
船
が
横
づ
け
さ
れ
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

後
方
地
域
の
工
業
発
展
と
入
港
船
舶
の
増
加
の
た
め
、

第
二
次
計
画
に
着

手
後
間
も
な
く
昭
和
九
年
秋
の
室
戸
台
風
に
よ
っ
て
、
南
防
波
堤
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
巨
塊
が
波
浪
の
た
め
転
落
す
る
と
い
っ
た
大

損
害
を
蒙
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
二
次
計
画
と
併
せ
て
復
旧
工
事
を
行
っ
た
が
、
第
二
次
計
画
は
戦
時
中
資
材
供
給
難
の
た
め
、
進
行

し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
空
襲
の
た
め
港
湾
設
備
の
大
半
が
破
か
い
さ
れ
た
。
戦
後
、
本
格
的
な
復
興
計
画
の
段
階
に
は
い
つ

た
と
こ
ろ
、
こ
ん
ど
は
昭
和
二
十
五
年
の
ジ
ェ
ー
ン
台
風
に
よ
る
高
潮
の
た
め
甚
大
な
被
害
を
あ
た
え
ら
れ
た
。

さ
て
、
大
阪
港
の
戦
後
に
お
け
る
復
興
計
画
は
「
内
港
化
」
を
指
導
原
理
と
し
て
い
る
。
内
港
化
の
意
義
は
三
つ
の
点
に
あ
る
。
第

一
は
港
湾
機
能
の
全
体
を
都
心
に
向
つ
て
接
近
せ
し
め
る
こ
と
、
第
二
は
こ
の
目
的
の
た
め
に
運
河
を
拡
幅
す
る
こ
と
、
第
一
―
ー
は
運

河
拡
幅
の
際
に
生
じ
た
土
砂
を
も
つ
て
、
地
盤
沈
下
に
よ
る
高
潮
浸
水
区
域
の
地
上
げ
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

大
阪
港
は
安
治
川
・
木
津
川
・
尻
無
川
の
三
河
口
に
ま
た
が
つ
て
い
る
。
従
っ
て
、
港
域
の
広
さ
に
お
い
て
は
本
邦
諸
港
の
う
ち
、

第
一
位
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
運
河
の
水
運
を
利
用
し
得
る
と
い
う
利
点
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
戸
港
や
横
浜
港
と
ち
が
つ

一
、
二
、
一
＝
月
頃
の
季
節
風
に
対
す
る
適
当
な
保
護
が
な
い
の
で
、
船
舶
の

し
か
し
、

六

業
（
宇
田
）

天
保
山
棧
橋
を
つ
く
つ
て
（
大
阪
商
船
の
寄
付
）
こ
れ
に
移
転
し
た
。

さ
ら
に
港
湾
の
整
備
充
実
が
要
求
さ
れ
、
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ン
級
の
船
舶
を
入
れ
得
る
程
度
に
拡
幅
さ
れ
て
い
る
。

碇
泊
に
支
障
が
す
く
な
く
な
い
。
孵
舶
組
合
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
荒
天
又
は
風
波
が
原
因
で
、
沖
荷
役
不
能
の
日
数
は
六
十
日
に
上

る
（
四
十
日
は
全
く
不
能
、
残
り
は
牛
不
能
）
。
し
か
も
沖
荷
役
は
全
荷
役
の
な
か
で
、
か
な
り
大
き
な
割
合
を
占
め
る
ば
か
り
で
な
く
、

低
か
に
、
接
岸
汽
船
の
片
舷
か
ら
も
悟
船
に
よ
る
荷
役
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
貨
物
の
大
部
分
は
河
川
運
河
を
通
じ
て

市
内
に
輸
送
さ
れ
る
わ
け
で
、
沖
荷
役
貨
物
の
比
較
的
多
い
こ
と
は
大
阪
港
の
特
色
の
一
っ
と
さ
れ
て
い
る
。
が
、
何
と
い
つ
て
も

接
岸
荷
役
を
で
き
る
だ
け
増
す
の
が
得
策
で
あ
る
こ

と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
安
治
川
、
木
津
川
、
尻
無
川
、
正
蓮
寺
川
の
河
幅
を
ひ
ろ
げ
る
と
と
も
に
、
大
型
汽
船
の
繋

泊
に
適
す
る
よ
う
な
荷
役
設
備
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
内
港
化
の
一
つ
の
ね
ら
い
で
あ
り
、
す
で
に
安
治
川
口
は
八
千
ト

次
ぎ
に
地
盤
沈
下
で
あ
る
が
、
大
阪
の
西
部
沿
岸
地
帯
は
河
川
の
沖
積
作
用
、
海
床
の
緩
慢
な
隆
起
作
用
、
人
為
的
な
埋
立
と
千

拓
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
て
、

そ
の
地
盤
は
軟
弱
な
粘
土
層
と
砂
利
層
か
ら
成
つ
て
い
る
。
こ
の
方
面
の
地
盤
が
何
ら

か
の
原
因
に
よ
っ
て
沈
下
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
早
く
陸
地
測
量
部
等
の
注
目
す
る
所
で
あ
っ
た
。
他
方
に
お
い
て
、
大
阪
湾
特
に
大

阪
港
寄
り
の
海
床
は
水
深
が
浅
い
た
め
、
外
洋
か
ら
く
る
波
動
に
よ
っ
て
、
た
ら
い
の
水
の
よ
う
に
自
己
振
動
を
お
こ
し
や
す
い
の
で

台
風
に
よ
る
高
潮
の
危
険
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
昭
和
九
、
十
、
二
十
年
に
は
続
い
て
高
潮
の
被
害
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

明
治
四
十
五
年
の
高
潮
は

0
p
上
三
・
一
八
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
が
な
か
っ
た
の
に
、
昭
和
十
九
、
二
十

年
は
そ
れ
以
下
の
水
位
（
室
戸
台
風
の
高
潮
は
0
p
五
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
が
被
害
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
地
盤
沈
下
と
密
接
な
関

沖
荷
役
は
能
率
が
低
い
上
に
、

天
候
に
よ
る
制
約
を
う
け
る
点
か
ら
み
て
、
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港

湾

と

エ

下
水
二
円
に
対
し
て
工
業
用
水
道
は
六
・
八

0
円
で
あ
る
）
。

工
場
が
か
な
り
あ
る
。
結
局
、

そ
こ
で
、
昭
和
九
年
以
来
地
盤
沈
下
地
帯
の
水
準
測
定
を
行
っ
た
結
果
、
沈
下
作
用
は
主
に
地
素
面
下
の
浅
い
部
分
に
あ
り
、
地

層
の
圧
縮
に
原
因
す
る
こ
と
、
地
下
水
位
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
な
お
、
地
下
水
位
の
低
下
は
人
為
的
な
因

子
、
と
り
わ
け
工
場
に
お
け
る
地
下
水
の
使
用
量
の
増
大
に
も
と
ず
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
に
く
ら
ぺ
れ
ば
、
土
壊
の
自
己
圧

縮
、
エ
作
物
の
荷
重
、
舗
装
道
路
の
増
加
等
は
補
助
的
因
子
に
す
ぎ
な
い
と
み
ら
れ
た
（
和
達
清
夫
博
士
所
論
、
市
当
局
調
査
書
参
照
）
。

だ
か
ら
、
昭
和
十
八
年
以
降
は
下
場
の
作
業
が
停
頓
し
た
た
め
、
殆
ん
ど
沈
下
は
停
止
状
態
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
部
分
的
に

は
桜
島
方
面
等
に
お
い
て
、
戦
後
も
沈
下
の
止
ま
な
い
所
が
あ
る
の
は
、

地
盤
沈
下
の
原
因
が
工
場
の
地
下
水
汲
上
げ
に
あ
る
以
上
、

こ
れ
を
工
業
用
水
道
に
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ

る
。
か
く
し
て
最
近
、
中
津
運
河
か
ら
用
水
を
取
入
れ
る
工
業
用
水
道
設
備
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、

地
下
水
の
費
用
が
安
い
の
と
、
低
温
の
た
め
機
械
の
冷
却
に
都
合
が
よ
い
の
と
で
、
依
然
と
し
て
工
業
水
道
よ
り
も
地
下
水
に
頼
る

水
道
用
水
の
コ
ス
ト
が
溢
路
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
(
-
立
方
メ
ー
ト
ル
当
り
費
用
は
、
地

さ
て
、
地
盤
沈
下
が
一
応
防
止
さ
れ
て
も
す
で
に
沈
下
し
た
部
分
は
、

0
p
上
五
メ
ー
ト
ル
程
度
の
防
潮
壁
ま
た
は
盛
士
を
行
っ

て
高
潮
の
浸
水
を
防
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
防
潮
堤
の
設
置
は
優
先
的
に
施
工
さ
れ
た
の
で
、
総
延
長
六
、

0
0
0
メ
ー
ト

ル
の
う
ち
か
な
り
の
部
分
が
で
き
上
つ
て
い
る
。
か
く
し
て
大
阪
臨
港
地
帯
の
工
場
、
倉
庫
は
浸
水
の
難
か
ら
殆
ん
ど
全
く
保
護
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
防
潮
堤
は
荷
役
の
必
要
上
門
扉
を
開
閉
し
得
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
の
と
、
水
際
の
排
水
口
か
ら

業
（
宇
田
）

連
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
征
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

工
業
用
水
の
使
用
が
ま
た
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
前
述
の
如
く
、
内
港
化
の
主
な
る
目
的
は
水
上
運
送
と
陸
上
運
送
と
の
連
絡
を
合
理
化
す
る
た
め
に
、
港
湾
の
機
能

全
体
を
都
心
に
向
つ
て
接
近
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
港
に
近
い
方
面
に
立
地
す
る
工
業
ば
か
り
で
な
く
、
大
阪
市
の

周
辺
部
に
移
動
発
展
し
つ
つ
あ
る
す
べ
て
の
工
業
に
も
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
。

い
ま
綜
合
的
工
業
都
市
で
あ
る
大
阪
市
及
び
隣
接
地
域
の
工
業
立
地
構
造
を
み
る
と
、
此
花
区
、
大
正
区
等
の
港
頭
近
接
地
帯
に
は

重
化
学
工
業
が
立
地
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
淀
川
区
、
西
淀
川
区
に
お
い
て
も
、
水
運
な
ら
び
に
工
業
用
水
の
関
係
か
ら
主
と
し
て

註
(

1

)

七
中

国

中

部

一
円
五
―
t
Hハ

四

国

二
円
九
九
六

ヽ

九

州

一
円
五

二
円
四
六
五

北

臨

一
円
九
六
六

関

西

工
業
用
永
の
コ
ス
ト
と
な
ら
ん
で
、
東
京
・
中
部
に
く
ら
べ
て
電
カ
コ
ス
ト
の
割
高
も

H
業
立
地
上
の
難
色
の
―
つ
で
あ
る
。
二
＿

o
o
o

K
.
w
以
上
を
使
用
す
る
大
口
電
力
需
要
者
に
対
す
る
一

k
W
H
当
り
の
地
域
別
単
価
は
次
の
如
く
で
あ
。

北
海
道

円
六
五

東

北

1

一
円
二
八
七

東

京

二
円
二
六
八

多
少
浸
水
せ
ぬ
と
も
か
ぎ
ら
ぬ
か
ら
浸
水
絶
無
と
は
い
い
得
な
い
わ
け
で
、
そ
こ
に
今
後
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
地
上
げ

に
つ
い
て
は
、
既
設
倉
庫
の
ス
ペ
イ
ス
に
ロ
ス
を
生
ず
る
と
い
っ
た
部
分
的
な
支
障
が
あ
る
と
は
い
え
、
戦
災
に
よ
っ
て
工
作
物
の

焼
失
し
た
広
い
面
積
の
上
に
盛
土
を
行
い
得
る
の
は
、
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
か
よ
う
に
し
て
水
害
の
心
配

か
ら
解
放
さ
れ
、
安
定
化
し
た
地
盤
の
上
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
臨
港
地
帯
の
復
興
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
円
一
九
11.

（
関
西
電
力
調
査
）
。
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港

簿

と

エ

他
方
に
お
い
て
、

重
化
学
工
業
ま
た
は
繊
維
工
業
仕
上
加
工
部
門
の
工
場
が
立
地
し
、

部
、
生
野
・
東
成
・
城
東
の
諸
区
は
機
械
、
器
具
、
雑
貨
等
の
中
小
工
場
が
多
く
、

他
方
に
お
い
て
、
尼
ケ
崎
、
堺
、
泉
大
津
方
面
に
も
金
属
、
機
械
、
器
具
関
係
の
工
場
が
か
な
り
多
い
。
そ
し
て
安
価
な
労
佑
の
供

給
を
指
向
す
る
紡
織
工
業
は
お
も
に
岸
和
田
、
貝
塚
等
の
近
隣
都
市
ま
た
は
農
村
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
立
地
構
造
は
、
現
在

す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
繊
維
工
業
か
ら
重
化
学
工
業
へ
の
重
心
移
動
傾
向
や
、
中
小
工
業
の
地
位
の
相
対
的
低
下
、
あ
る
い
は
加

工
精
度
の
質
的
向
上
に
と
も
な
っ
て
、

工
業
地
帯
の
発
展
と
大
阪
港
と
の
結
び
つ
き
は
、

と
そ
の
構
造
」
参
照
）
。

そ
れ
ら
は
比
較
的
大
工
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
市
の
東

さ
ら
に
重
要
性
を
増
し
て
く
る
で
あ
ろ
う

つ
ぎ
に
、
大
阪
を
中
心
と
す
る
貨
物
移
動
の
流
れ
に
お
い
て
、
港
湾
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
か
。
ま
ず
、
大
阪
か

ら
搬
出
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
と
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
っ
て
輸
送
さ
れ
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
加
工

乃
至
製
造
品
で
あ
る
。
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
は
主
も
に
神
戸
、
京
都
等
の
近
県
間
で
あ
る
が
、
数
量
的
に
は
鉄
道
扱
と
往
ぼ
ひ
と
し
い
か
、

或
い
は
そ
れ
を
多
少
上
回
る
で
あ
ろ
う
（
「
大
阪
を
中
心
と
す
る
物
資
流
動
調
査
」
参
照
）
搬
出
さ
れ
る
貨
物
の
う
ち
、
輸
出
向
け

の
も
の
は
大
阪
港
か
ら
直
接
船
積
さ
れ
る
も
の
の
低
か
に
、

ト
ラ
ッ
ク
、
鉄
道
で
、
神
戸
港
ま
で
運
ん
で
、

船
に
積
込
ま
れ
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
も
港
湾
の
整
備
に
よ
っ
て
今
後
か
わ
っ
て
く

大
阪
へ
搬
入
さ
れ
る
貨
物
は
輸
移
入
を
通
じ
て
、
原
料
資
材
、

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

業
（
宇
田
）

そ
れ
は
布
施
の
工
場
地
帯
に
連
続
し
て
い
る
。

し
た
が
つ
て
、

市
の
周
辺
部

（
大
阪
府
商

H
経
済
研
究
所
「
大
阪
工
業

そ
こ
か
ら
定
期
船
路
の

食
料
が
主
な
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
か
な
り
著
し
い
変
動
を
み
る
こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
る
。

と
り
わ
け
石
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川
口
に
穀
物
サ
イ
ロ
が
つ
く
ら
れ
た
。
サ
イ
ロ
に
よ
る
荷
役
作
業
の
機
械
化
の
結
果
、
数
千
の
仲
仕
労
佑
者
の
仕
事
に
大
き
な
影
響

を
き
た
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
原
料
・
燃
料
と
穀
類
と
が
大
阪
港
か
ら
入
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
前
記
の
入
港
貨

物
の
う
ち
、
内
国
貨
物
は
機
帆
船
に
よ
っ
て
搬
入
さ
れ
る
も
の
が
き
わ
め
て
大
き
な
割
合
を
占
め
、
特
に
隣
接
の
神
戸
、
尼
ケ
崎
、

堺
等
を
は
じ
め
、
九
州
、
四
国
と
の
間
に
機
帆
船
の
往
来
が
頻
繁
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
帆
船
は
お
も
に
木
津
川
、
尻
無
川
に
出
入

し
て
い
る
。
機
帆
船
利
用
は
六
大
港
中
大
阪
港
が
第
一
位
で
あ
る
。
こ
れ
は
運
河
の
利
用
や
、
後
方
地
帯
に
中
小
企
業
の
多
い
こ
と

と
も
関
連
し
て
い
る
。
機
帆
船
（
海
上
ト
ラ
ッ
ク
）
に
よ
っ
て
運
送
さ
れ
、
ま
た
爵
船
に
よ
っ
て
沖
取
さ
れ
た
原
料
・
半
製
品
は
エ

場
ま
で
運
河
を
通
じ
て
輸
送
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ッ
ク
に
連
絡
さ
れ
る
。

乃
至
機
帆
船
で
搬
出
さ
れ
、
他
は
鉄
道
と
ト
ラ
ッ
ク
で
輸
送
さ
れ
る
。

大
阪
港
頭
地
帯
に
立
地
す
る
工
業
は
造
船
、
金
属
精
錬
、
製
鋼
、
車
輛
製
造
、
ガ
ス
、
セ
メ
ン
ト
、
精
糧
、
火
力
発
電
等
で
、
こ

し
て
は
、

港
と
の
関
係
は
そ
れ
往
ど
重
要
で
は
な
い
が
、

一
方
ま
た
、

工
場
か
ら
出
る
製
品
も
一
部
は
孵
船

外
米
と
外
麦
の
大
量
入
貨
は
す
べ
て
港
を
経
由
す
る
か
ら
、

最
近
安
治

炭
、
鋼
材
、
石
油
、
木
材
、
燐
磯
石
の
よ
う
な
璽
量
の
大
き
い
、
か
さ
高
の
貨
物
は
港
で
荷
揚
げ
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
ら
の
原
料
、
燃
料
の
う
ち
に
は
港
頭
附
近
の
工
場
で
処
理
さ
れ
る
も
の
が
、
す
く
な
く
な
い
。
他
の
重
量
に
比
し
て
価
格
の
高

い
原
料
も
も
ち
ろ
ん
は
い
つ
て
く
る
が
、
綿
花
、
生
ゴ
ム
、
原
皮
な
ど
は
神
戸
港
着
の
も
の
が
多
く
輸
出
の
場
合
と
同
様
機
帆
船
、

食
料
は
内
地
物
と
外
国
物
に
わ
け
て
、
薩
菜
、
水
産
物
な
ど
の
内
地
物
は
大
部
分
鉄
道
貨
車
又
は
ト
ラ
ッ
ク
扱
で
人
貨
し
、
港
か

ら
入
っ
て
く
る
も
の
は
全
体
の
一
割
を
出
な
い
こ
と
は
中
央
卸
売
市
場
の
統
計
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
で
内
地
物
に
関

ト
ラ
ッ
ク
で
大
阪
に
回
送
さ
れ
て
い
る
。
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港

湾

と

H

れ
ら
は
典
型
的
な
港
湾
工
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
港
湾
工
業
の
一
つ
で
あ
る
精
油
工
業
は
和
歌
山
県
下
津
港
、
肥
料
工
業
は
兵
庫
県

別
子
に
あ
る
た
め
、
前
者
か
ら
は
石
油
が
移
入
さ
れ
、
後
者
に
対
し
て
は
燐
碩
石
を
移
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
臨
港
地
帯
に
あ
る
工
場
は
一
般
的
に
は
貨
物
の
運
送
に
つ
い
て
、

し
か
し
、

め
ぐ
ま
れ
た
立
地
条
件
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
し
部

一
部
の
工
場
は
な
お
地
盤
沈
下
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
防
潮
壁
の
設
置
に
よ
っ
て
、

大
体
高
潮
に
対
す
る
自
信
を
も
ち
得
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

工
場
が
運
河
乃
至
河
川
に
沿
つ
て
立
地
し
て
お
り
な
が
ら
、
浚
渫
不
充
分
の
た
め
大
型
貨
物
船
の
接
岸
荷
役
で
き
な
い

も
の
、
橋
梁
等
が
低
い
た
め
孵
船
の
通
行
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
、
工
場
内
に
専
用
引
込
線
が
な
い
た
め
、
や
む
を
得
ず
ト
ラ
ッ

ク
で
鉄
道
に
連
絡
す
る
も
の
、
隣
接
港
（
堺
）
の
設
備
不
完
全
の
た
め
、
水
運
を
利
用
で
き
ず
、
陸
運
に
よ
る
も
の
等
が
あ
る
。
と
り

わ
け
、
従
業
員
の
住
宅
不
足
と
遠
距
離
通
勤
に
よ
っ
て
生
ず
る
生
産
能
率
へ
の
悪
影
響
が
諸
工
場
に
共
通
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

復
興
計
画
は
大
阪
港
と
尼
ケ
崎
、
堺
間
の
連
絡
な
ら
び
に
港
内
各
区
域
間
の
連
絡
と
を
増
進
す
る
た
め
に
天
保
山
、
堪
川
、
一
―
ー
ツ
樋

堀
等
の
拡
幅
や
桜
島
に
対
す
る
新
運
河
を
計
画
し
て
い
る
が
、
運
河
の
浚
渫
乃
至
拡
幅
は
か
な
り
広
い
範
囲
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
最
後
の
問
題
は
、
単
に
通
勤
に
か
ぎ
ら
ず
、
水
運
と
陸
運
と
の
連
絡
を
い
か
に
合
理
化
す
る
か
と

こ
の
問
題
の
解
決
は
、
港
を
中
心
と
す
る
環
状
線
の
完
成
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
の
城
東
線
、
関

西
線
、
西
成
線
、
臨
港
線
が
一
本
化
さ
れ
、
各
郊
外
電
車
も
こ
れ
に
直
結
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
海
陸
間
の
貨
物
の
輸
送
連
絡
は
著

し
く
時
間
と
費
用
を
軽
減
さ
れ
る
。
ま
た
、
高
速
地
下
鉄
が
港
頭
ま
で
延
長
さ
れ
、

棄
（
宇
田
）

い
う
問
題
に
つ
な
が
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。

分
的
に
は
色
々
な
隣
路
に
直
面
し
て
い
る
。

一
方
、
堺
港
と
の
間
の
臨
海
線
と
伊
丹
方
面
へ
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註
(
1
)

の
路
線
が
新
設
さ
れ
る
な
ら
ば
、
港
に
対
す
る
旅
客
及
び
通
勤
者
の
輸
送
時
間
も
非
常
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
に
し

（
註
）

て
、
大
阪
港
成
長
の
第
一

l

一
段
階
と
し
て
の
内
港
化
は
、
大
阪
市
域
の
後
方
及
び
周
辺
地
帯
の
工
業
発
展
に
対
し
て
、
多
大
の
刺
戟
な

ら
び
に
利
益
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

内
港
化
と
、
と
も
に
内
国
貿
易
区
と
外
国
貿
易
区
と
に
港
区
が
わ
か
れ
、
前
者
は
大
型
汽
網
と
機
帆
娼
に
、
後
者
は
ア
ジ
ア
関
係
と
欧
米

関
係
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
繋
艇
区
域
が
わ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
内
国
航
路
の
タ
ー
｀
‘
、
ナ
ル
も
現
在
の
天
保
山
か
ら
、
む
か
し
の

川
口
波
止
場
附
近
に
移
動
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
(
-
九
五
五
年
九
月
八
日
稿
）
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