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現
代
的
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
港
湾
が
経
済
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
疑
う
も
の
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
は
勿
論
の
こ

と
外
国
の
港
湾
で
さ
え
、
そ
の
創
設
の
当
初
に
お
い
て
は
経
済
的
効
果
を
目
指
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
港
湾
そ
の
も
の
が
経
済
的
存
在

で
あ
る
よ
う
に
は
取
扱
っ
て
い
な
か
っ
た
。
般
舶
が
小
型
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
港
湾
は
主
と
し
て
天
然
の
地
形
に
依
存
し
、
必
要
に

応
じ
物
揚
場
を
建
設
す
る
程
度
で
あ
っ
て
、
航
路
と
道
路
と
の
接
点
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
港
湾
の
建
設
に
つ
い
て
も

官
の
許
可
お
よ
び
主
務
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
又
、

港
湾
利
用
者
の
私
財
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
徳
川
時
代
は
措
き
、
明
治
時
代
に

な
っ
て
も
こ
の
取
扱
い
方
は
続
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
四
年
太
政
官
布
告
第
六
四
八
号
「
道
路
橘
梁
河
川
港
湾
等
通
行
銭
徴
収
ノ
件
」

に
よ
る
と
、
港
湾
の
建
設
者
は
私
人
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
者
が
施
設
利
用
者
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
場
合
は
、
地
方

こ
れ
に
よ
っ
て
、
港
湾
が
道
路
、
梧
梁
、
河
川
と

同
列
の
公
益
施
設
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。

し
か
る
に
、
出
入
船
舶
が
頻
繁
と
な
り
、
か
つ
大
型
化
す
る
に
つ
れ
、
船
舶
と
戟
荷
の
安
全
お
よ
び
荷
役
の
能
率
化
へ
の
要
踏
が
翡

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

港
湾
事
業
の
旧
体
制

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性

柴

田

銀

次

郎
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ま
り
、
港
湾
は
単
に
自
然
的
条
件
に
依
存
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
然
港
湾
に
大
巾
な
人
工
を
加
え
、
繋
留

施
設
、
外
郭
施
設
な
ど
に
多
大
の
投
資
を
行
う
必
要
を
生
じ
、
か
つ
港
湾
管
理
の
上
で
も
従
来
の
よ
う
な
無
統
制
で
は
円
滑
に
運
営
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
六
年
に
な
る
と
、
大
蔵
省
か
ら
「
河
港
道
路
修
築
規
則
」
が
通
達
さ
れ
て
、
港
湾
の

建
設
は
国
が
こ
れ
を
直
轄
施
行
し
、
ま
た
は
時
宜
に
よ
り
国
庫
補
助
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

先
ず
、
港
湾
を
一
等
港
（
横
浜
、
神
戸
、
長
崎
、
新
潟
、
函
館
港
の
如
き
対
外
関
係
上
特
に
重
要
な
浩
湾
）
、
二
等
港
（
対
外
的
に
は
余

り
関
係
が
な
い
が
、
国
内
広
域
に
関
係
あ
る
港
湾
）
、
三
等
港
（
地
方
港
湾
）
に
分
け
た
。
そ
し
て
、
一
等
港
の
建
設
は
国
の
事
業
と
し

て
建
設
毀
の
六
割
を
直
轄
施
行
し
四
割
を
地
方
負
担
と
し
た
。
ま
た
、
二
等
港
は
そ
の
建
設
に
つ
き
国
が
補
助
金
を
出
す
こ
と
と
し
、

三
等
港
は
原
則
と
し
て
国
の
補
助
を
行
な
わ
な
い
こ
と
を
定
め
、
か
つ
二
、
三
等
港
の
建
設
に
つ
い
て
は
主
務
大
臣
の
許
可
を
要
す
る

こ
と
と
し
た
。
も
っ
と
も
、

こ
の
等
級
は
明
治
九
年
に
至
り
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
通
達
に
よ
る
と
、
そ
の
工
事
喪
の
負
担
が
国

お
よ
び
地
方
公
共
団
体
と
な
っ
た
こ
と
と
、
港
湾
管
理
も
国
ま
た
は
地
方
が
公
事
業
の
一
っ
と
し
て
行
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
が

従
来
と
異
り
、
時
代
に
即
し
た
も
の
と
い
え
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
と
い
え
ど
も
港
湾
は
河
川
道
路
橋
梁
と
同
じ
よ
う
に

公
益
的
存
在
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
依
然
と
し
て
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
に
至
り
、
「
重
要
港
湾
の
選
定
及
施
設
の

・
方
針
」
が
定
め
ら
れ
、
こ
の
方
針
に
基
づ
き
、
十
四
港
湾
（
横
浜
、
神
戸
、
大
阪
、
東
京
、
関
門
海
峡
、
敦
賀
、
長
崎
、
青
森
、
秋
田

海
岸
、
新
潟
、
境
港
、
鹿
児
島
、
伊
努
湾
、
仙
台
湾
）
が
国
家
的
に
重
要
な
港
湾
と
指
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
C
云
ち
四
港
（
横
浜
、
神

戸
、
関
門
海
峡
、
敦
賀
）
を
第
一
種
重
要
浩
湾
と
し
て
国
が
直
接
に
建
設
管
理
し
．
関
係
地
方
公
共
団
体
が
経
費
の
一
部
を
分
担
す
る

こ
と
と
し
た
。
他
の
十
港
湾
は
第
二
種
重
要
港
湾
と
し
て
地
方
公
共
団
体
が
建
設
管
理
し
、
国
が
経
費
の
一
部
を
補
助
し
た
。
そ
の
他

の
港
湾
に
つ
い
て
は
国
が
補
助
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
第
二
種
重
要
港
湾
は
次
第
に
追
加
を
見
て
、
昭
和
二
年

の
内
務
省
告
示
「
重
要
港
湾
選
定
の
件
」
が
出
た
と
き
は
、
二
十
七
港
に
増
加
し
て
い
る
。
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態
を
整
え
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
よ
り
先
、
大
正
十
一
年
に
は
内
務
省
訓
令
第
六
号
「
河
川
法
を
施
行
若
は
準
用
せ
ざ
る
河
川
又
は
港
に
関
す
る
件
」
が
出
さ

れ
、
第
一
種
重
要
港
湾
、
第
二
種
重
要
港
湾
の
ほ
か
に
指
定
港
湾
（
地
方
港
湾
）
を
加
え
、
港
湾
の
格
に
応
じ
て
建
設
認
可
の
範
囲
を

整
備
し
、
同
年
の
内
務
省
告
示
「
港
湾
指
定
の
件
」
に
よ
り
三
百
七
十
四
港
が
指
定
港
湾
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
七
年
に
至
る
と

従
来
国
の
補
助
金
を
受
け
得
る
建
設
は
重
要
港
湾
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
が
指
定
港
湾
に
も
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
国
庫
支
出
の
方
針
は
現
行
「
港
湾
法
」
に
至
る
ま
で
原
則
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
港
湾
施
設
が
近
代
化
さ
れ
た
の
は
、
実
質
的
に
は
第
一
次
大
戦
前
後
か
ら
で
あ
る
。
外
国
貿
易
が
著
し
く
伸
展
し
て
船
舶

が
急
増
し
、
貨
物
の
取
扱
紐
が
激
増
し
て
来
た
た
め
に
、
こ
れ
に
応
ず
る
規
模
の
水
路
、
埠
頭
、
上
屋
等
の
施
設
を
近
代
化
す
る
こ
と

に
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
船
舶
の
出
入
が
頻
繁
と
な
り
、
貨
物
取
扱
祉
が
増
大
し
て
港
湾
の
国
民
経
済
お
よ
び
国
際
経
済
に

お
け
る
重
要
性
が
一
般
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
港
湾
管
理
に
よ
る
港
湾
料
金
の
収
入
が
そ
の
港
湾
の
経
営
管
理
の
重
要
財

源
で
あ
る
と
い
う
経
営
理
念
は
ま
だ
湧
い
て
い
な
い
。
否
、
む
し
ろ
港
湾
の
建
設
に
国
費
を
投
ず
る
と
い
う
国
の
財
政
方
針
は
、
益
々

港
湾
経
営
を
し
て
公
益
事
業
と
し
て
の
性
格
を
強
化
し
た
と
も
い
え
る
。
港
湾
料
金
は
港
湾
諸
施
設
の
設
備
原
価
に
は
全
く
関
係
な
く

ま
た
港
湾
利
用
者
の
受
益
の
度
合
を
も
考
殿
に
入
れ
ず
、
さ
ら
に
ま
た
、
外
国
の
港
湾
料
率
に
も
行
眼
す
る
こ
と
も
な
く
、
国
公
立
学

校
の
授
業
料
と
同
じ
よ
う
に
、
単
に
伝
統
的
料
率
で
あ
る
に
止
ま
っ
た
。

か
か
る
体
制
は
、
第
二
次
大
戦
を
経
た
今
日
で
も
現
実
に
は
続
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
昭
和
二
十
六
年
「
港
湾
法
」
が
施
行
さ
れ
て

か
ら
、
港
湾
が
経
済
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
特
に
強
く
認
識
さ
れ
る
に
至
り
、
わ
が
国
の
港
湾
も
先
進
国
の
港
湾
な
み
の
経
営
管
理
形
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港
湾
法
は
、
今
次
大
戦
後
連
合
国
最
高
司
令
部
の
強
い
要
請
に
基
ず
き
、
（
一
）
主
要
な
港
に
は
原
則
と
し
て
管
理
主
体
を
定
む
べ
き

こ
と
、
（
二
）
こ
の
管
理
主
体
に
は
港
湾
の
管
理
運
営
に
関
し
最
大
限
の
地
方
自
治
権
を
与
う
べ
き
こ
と
、
（
三
）
日
本
政
府
が
国
家
的
利

益
に
影
響
あ
り
と
考
え
る
楊
合
に
か
か
る
国
家
的
利
益
を
確
保
増
進
す
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
監
督
と
規
制
権
の
み
を
日
本
政
府

に
留
保
す
る
こ
と
（
述
合
国
最
高
総
司
令
部
発
・
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日

S
C
A
.
P
I
N
七
0
0九
ー
A
)
を
原
則
と
し
て

立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
池
湾
法
に
よ
る
と
、
港
湾
を
管
理
す
る
主
体
（
港
湾
管
理
者
）
は
、
民
営
港
を
例
外
と
し
て
除
い
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の

出
安
に
よ
っ
て
設
立
す
る
公
法
人
「
港
湾
局
」
で
あ
る
か
、
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
自
体
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
二
以
上
の
地
方
公
共

団
体
が
そ
の
事
務
の
一
部
を
共
同
処
理
す
る
た
め
協
議
の
上
設
立
す
る
特
別
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
港
湾
管
理
組
合
で
あ
る
か
の
三
種

で
あ
る
が
、
地
方
公
共
団
体
自
体
が
管
理
者
で
あ
る
場
合
は
「
港
湾
局
」
に
関
す
る
規
定
が
大
部
分
準
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
規
定
の
う
ち
財
政
に
関
す
る
重
要
部
分
の
み
抽
出
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

港
湾
局
は
、
港
湾
運
送
業
、
倉
庫
業
そ
の
他
輸
送
お
よ
び
保
管
に
関
連
す
る
私
企
業
の
公
正
な
活
動
を
妨
げ
、
そ
の
活
動
に
干

渉
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
と
競
争
し
て
事
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
港
務
局
は
、
何
人
に
対
し
て
も
施
設
の
利
用
そ
の
他
港
湾

（
第
十
三
条
）

港
務
局
が
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
経
費
（
港
湾
工
事
に
要
す
る
経
費
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
管
理
す
る
港
湾
施
設
等
の

使
用
料
お
よ
び
賃
餃
料
な
ら
び
に
港
務
局
の
提
供
す
る
給
水
等
の
役
務
の
料
金
そ
の
他
港
湾
の
管
理
連
営
に
伴
う
収
入
を
も
っ
て
、

ま
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
十
九
条
）

の
管
理
運
営
に
関
し
、
不
平
等
な
取
扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

港
湾
法
に
お
け
る
財
政
原
則
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（
第
三
十
条
）

港
務
局
は
、
剰
余
金
を
依
還
準
備
金
お
よ
び
欠
捐
補
充
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
放
み
立
て
て
な
お
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
こ

の
金
額
を
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
港
務
局
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
損
失
を
生
じ
た

場
合
に
お
い
て
欠
損
補
充
の
た
め
の
準
準
金
を
こ
れ
に
充
て
て
な
お
不
足
額
が
あ
る
と
き
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
港
務
局
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
は
そ
の
不
足
額
を
補
て
ん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
三
十
一
条
）

五
港
務
局
は
、
毎
事
業
年
度
修
了
後
ニ
カ
月
以
内
に
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
を
作
成
し
、
港
務
局
を
組

織
す
る
地
方
公
共
団
体
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
港
湾
管
理
者
が
、
重
要
港
湾
に
お
い
て
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
目
的
で
、
水
域
施
設
、
外
廓
施
設
ま
た
は
繋
留
施
設
の

建
設
ま
た
は
改
良
の
重
要
な
工
事
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
国
と
港
湾
管
理
者
が
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
五
を

負
担
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
工
事
が
企
業
合
理
化
促
進
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
申
請
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
の
額
が
そ
の
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
の
十
分
の
五
で
あ
る
と
き
の
国
の
負
担
割
合
は
十

分
の
ニ
・
五
と
し
、
そ
の
負
担
金
の
額
が
そ
の
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
の
十
分
の
五
を
こ
え
る
と
き
の
国
の
負
担
割
合
は
別
に
法

律
で
定
め
る
。

七
港
湾
管
理
者
が
、
重
要
港
湾
の
う
ち
外
国
貿
易
の
増
進
上
特
に
重
要
な
港
湾
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
（
特
定
重
要
港
湾
）
に

お
い
て
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
目
的
で
六
に
記
し
た
港
湾
工
事
を
す
る
場
合
に
は
、
水
域
施
設
ま
た
は
外
廓
施
設
に
つ
い
て

は
、
そ
の
工
事
に
要
す
る
費
用
の
十
分
の
十
ま
で
を
、
繋
留
施
設
に
つ
い
て
は
、
十
分
の
七
・
五
ま
で
を
、
国
に
お
い
て
負
担
す
る

わ
が
国
港
湾
軍
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

四 ‘.o 

’
>
 

（
第
四
十
二
条
第
一
項
）

港
務
局
は
、
港
湾
施
設
の
建
設
、
改
良
ま
た
は
復
旧
の
費
用
に
充
て
る
た
め
、
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
発
行

し
た
債
券
の
依
還
に
充
て
る
た
め
、
毎
事
業
年
度
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
償
還
準
備
金
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
第
三
十
二
条
）

25 
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1
0
 

九 て
は
十
分
の
四
以
内
（
第
四
十
三
条
）

こ
と
が
で
き
る
。

一
般
重
要
港
湾
は
そ
の
十
分
の
五
を
管
理
者
が
負
担
す

盆
第
四
十
三
条
の
四
）

港
湾
工
事
の
費
用
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
基
準
で
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
）
特
定
重
要
港
湾
に
お
け
る
臨
港
交
通
施
設
の
建
設
ま
た
は
改
良
の
港
湾
工
事
に
つ
い
て
は
十
分
の
七
・
五
以
内

（
二
）
特
定
璽
要
港
湾
以
外
の
重
要
港
湾
に
お
け
る
右
港
湾
工
事
に
つ
い
て
は
十
分
の
五
以
内

（
三
）
地
方
港
湾
に
お
け
る
水
域
施
設
、
外
廓
施
設
、
繋
留
施
設
ま
た
は
臨
港
交
通
施
設
の
建
設
ま
た
は
改
良
の
港
湾
工
事
に
つ
い

港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
管
理
者
以
外
の
者
の
行
う
工
事
ま
た
は
行
為
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
港
湾
工
事
の
費
用
に
つ
い
て
は
、

そ
の
必
要
を
生
じ
さ
せ
た
限
度
に
お
い
て
、

る。

（
第
四
十
三
条
の
三
）

港
湾
工
事
に
よ
っ
て
著
し
く
利
益
を
受
け
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
港
湾
管
理
者
は
、
そ
の
者
に
、

に
お
い
て
、
そ
の
港
湾
工
事
の
喪
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

重
要
港
湾
ま
た
は
避
難
浩
に
お
い
て
、
一
般
交
通
の
利
便
を
増
進
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
国
と
港
湾
管
理
者

の
協
議
が
調
っ
た
と
き
は
、
運
輸
大
臣
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
港
湾
工
事
を
自
ら
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
臨
港
交
通
施

設
に
係
る
工
事
費
に
関
し
て
は
、
特
定
霊
要
港
湾
は
そ
の
十
分
の
ニ
・
五
、

る。

（
第
五
十
二
条
）

そ
の
必
要
を
生
じ
さ
せ
た
者
に
費
用
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

そ
の
利
益
を
受
け
る
限
度

港
湾
法
が
港
湾
管
理
の
主
た
る
制
度
と
し
て
公
法
人
港
務
局
を
定
め
た
こ
と
自
体
は
、
自
主
独
立
の
経
営
体
と
し
て
港
湾
事
業
を
取

八
国
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、

（
第
四
十
二
条
第
二
項
）

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
目
的
で
港
湾
管
理
者
の
す
る

24 
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扱
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
が
直
ち
に
は
港
湾
の
経
済
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
財
政

の
維
持
方
針
を
示
し
た
前
記
の
各
条
項
は
、
港
湾
事
業
を
も
っ
て
公
企
業
体
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
表
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

公
企
業
体
で
あ
る
以
上
は
収
支
均
衡
を
財
政
原
則
と
す
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
経
喪
を
依
う
た
め
に
適
度
の
財
源

を
自
ら
の
手
で
調
達
す
る
こ
と
の
権
利
と
義
務
と
が
課
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
港
湾
の
建
設
と
改
良
と
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
港
が
国
の
利
益
に
関
係
す
る
程
度
に
応
じ
て
、
国
費
が
投
ぜ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
も
国
の
直
轄
工
事
と
し
て
施
行
す
る
場
合
（
第
五
十
二
条
）
と
、
港
湾
管
理
者
が
自
ら
施
行
す

る
場
合
（
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
）
と
が
あ
る
が
、
避
難
港
と
特
定
重
要
港
湾
に
お
け
る
特
別
の
場
合
を
除
き
、
い
ず
れ
の
場
合
も
港

湾
管
理
者
は
、
国
の
財
政
投
融
資
の
外
に
、
工
事
費
の
一
部
を
自
ら
出
資
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
特
定
重
要
港
湾
は
単
に
地

方
的
存
在
で
あ
る
よ
り
は
、
国
家
的
存
在
の
色
彩
の
方
が
著
し
く
濃
厚
で
あ
る
た
め
、
そ
の
建
設
工
事
に
対
す
る
国
の
財
政
投
資
一
〇

0
形
の
規
定
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
、

そ
の
他
の
一
般
重
要
港
湾
は
特
定
重
要
港
湾
よ
り
も
地
方
的
色
彩
が
浪
い
た
め
、

こ
れ
に
対
す
る

地
方
負
担
分
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
公
共
同
出
資
は
古
く
か
ら
の
慣
習
で
も
あ
り
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

戦
前
の
重
要
港
湾
の
管
理
は
国
の
手
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
各
重
要
港
湾
の
現
存
の
諸
施
設
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
各
地
方
公
共
団

体
の
概
ね
半
額
出
資
に
よ
っ
て
出
来
上
っ
た
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
当
時
は
国
の
工
事
に
対
し
地
方
負
担
の
形
を
と
っ
て
、
主
従
が
港

湾
法
の
規
定
と
逆
に
な
っ
て
い
た
だ
け
で
、
国
公
共
同
出
資
と
い
う
こ
と
は
現
行
規
定
と
実
質
的
に
変
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

港
湾
法
に
お
い
て
、
港
湾
の
管
理
主
体
を
港
務
局
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
と
定
め
て
も
、
現
実
に
は
、
ほ
と
ん
ど
全
部
の
港
湾
は
地

方
公
共
団
体
が
単
独
で
管
理
者
と
な
っ
て
お
り
、
港
務
局
が
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
新
居
浜
港
が
一
港
あ
る
の
み

で
あ
り
、
ま
た
、
組
合
管
理
港
は
名
古
屋
港
、
境
港
お
よ
び
北
九
州
港
の
三
港
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
折
角
姶
め
は
進
歩
的
構
想
と

考
え
て
立
案
さ
れ
た
港
務
局
制
度
が
、
現
実
に
お
い
て
不
振
な
の
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
直
接
に
管
理
し
た
い
と
い
う
意
欲
に
基

お
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湾
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ず
く
も
の
で
は
あ
る
が
、

さ
ら
に
港
務
局
制
度
に
よ
る
と
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
独
立
し
た
公
法
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
財
政
上
泌

一
応
は
独
立
採
罪
制
を
と
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
（
一
）
そ
の
た
め
従
来
か
ら
赤
字
財
政
で
あ
る
港
湾
事
業
に
つ
い
て
経
営
上
の
不
安

が
あ
る
こ
と
、
（
二
）
こ
れ
に
よ
り
港
務
局
が
法
的
に
債
券
を
発
行
し
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
返
遠
能
力
に
欠

け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
公
債
に
頼
る
方
が
無
難
で
あ
る
と
思
推
さ
れ
た
こ
と
、
（
三
）
港
務
局
が
地
方
自
治
法
上
の
地

方
公
共
団
体
で
な
い
た
め
に
、

難
で
あ
る
こ
と
、
（
四
）
地
方
公
共
団
体
に
比
し
税
法
上
の
優
遇
措
四
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、
が
泄
務
局
不
振
の
主
た
る
原
因
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
職
員
に
は
地
方
公
務
員
の
共
済
制
度
が
適
用
さ
れ
ず
、
地
方
公
共
団
体
と
の
問
で
人
事
交
流
が
困

新
居
浜
浩
が
独
り
こ
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
新
居
浜
泄
は
も
と
も
と
別
子
銅
山
の
経
営
者
で
あ
る
住
友
系
会
社
の
私
設
港

で
あ
っ
た
が
、
浩
湾
法
施
行
と
同
時
に
重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ
、
か
つ
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
新
居
浜
市
に
移
譲
さ
れ
る
は
ず
の
と
こ

ろ
、
民
間
の
発
言
権
を
十
分
に
認
め
る
制
度
で
あ
る
浩
務
局
を
設
四
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
述
の
支
障
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
多
額
の
国
牲
が
投
ぜ
ら
れ
て
建
設
工
事
が
進
め
ら
れ
、
わ
が
国
で
は
唯
一
の
自
主
自
営
の
港
湾
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体
が
単
独
に
、
ま
た
は
組
合
組
織
に
よ
り
港
湾
を
管
理
す
る
場
合
に
は
、
地
方
公
営
企
業
と
し
て
こ
れ
を
経
営
す
る
の

が
浩
務
局
立
法
の
精
神
か
ら
推
し
て
望
ま
し
い
体
制
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
浩
涜
の
多
く
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
会
計
の
中

で
一
款
項
目
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
特
定
重
要
港
湾
に
つ
い
て
は
本
来
的
に
公
営
企
業
と
し
て
経
営
さ
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
は
、
池
務
局
に
準
ず
べ
き
体
制
と
し
て
当
然
と
考
え
る
。
し
か
る
に
、
現
実
に
は
港
湾
事
業
を
公
営
企
業
と
し
て
実
施
し

ま
た
は
少
く
と
も
明
確
に
公
営
企
業
と
認
識
し
て
管
理
に
当
っ
て
い
る
港
湾
は
ま
だ
見
当
ら
な
い
。
公
営
事
業
と
し
て
管
理
に
当
っ
て

い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
企
業
と
し
て
独
立
採
算
の
体
制
を
と
っ
て
い
る
港
湾
は
ま
だ
一

つ
も
な
い
。
公
営
企
業
と
す
れ
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ば
、
地
方
公
営
企
業
法
に
し
た
が
い
、
（
一
）
常
に
企
業
の
経
済
性
を
発
揮
し
、
か
つ
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
、

（
二
）
特
別
会
計
と
し
て
そ
の
経
費
は
そ
の
経
営
に
伴
う
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
（
同
法
第
十
七
条
の
2
)
、
（
三
）
地
方
公
共
団
体

は
そ
の
一
般
会
計
か
ら
そ
の
企
業
の
特
別
会
計
に
対
し
、
補
助
（
特
別
の
場
合
に
限
る
）
、
出
資
、
長
期
貸
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
、
（
同
法
第
十
七
条
、
第
十
八
条
）
（
四
）
収
支
の
明
細
を
朋
ら
か
に
し
、
資
産
、
負
債
の
異
動
お
よ
び
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

（
同
法
第
二
十
条
）
が
要
請
さ
れ
る
。

（
同
法
第
三
条
）

港
湾
事
業
が
ま
だ
公
営
企
業
化
し
て
い
な
い
主
た
る
理
由
は
、
（
一
）
国
家
管
理
を
離
脱
し
て
か
ら
ま
だ
日
が
浅
く
、
地
方
公
共
団
体

は
従
来
の
管
理
体
制
か
ら
脱
け
き
れ
な
い
こ
と
、
（
二
）
そ
の
財
政
が
収
支
均
衡
の
状
態
に
遠
く
及
ん
で
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
特
に
、
（
三
）
他
の
公
営
企
業
と
異
り
、
莫
大
な
国
費
が
港
湾
の
建
設
、
改
良
に
投
入
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
そ
の
建
設
、
改
良

の
部
分
に
つ
い
て
の
財
務
上
の
取
扱
い
に
問
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
も
重
大
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
（
四
）
特
に
特
定
重
要

港
湾
の
港
湾
事
業
は
他
の
地
方
公
営
企
業
と
異
り
、
単
な
る
地
方
的
存
在
で
は
な
く
て
、
国
家
的
存
在
で
あ
る
事
実
か
ら
、
地
方
公
共

団
体
の
管
理
下
に
あ
る
港
湾
と
は
い
え
、
数
多
く
の
国
家
機
関
が
存
在
し
、
理
論
的
に
は
管
理
業
務
と
見
ら
れ
る
各
種
業
務
を
執
行
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
外
国
貿
易
船
の
入
港
予
報
、
錨
地
指
定
、
出
港
許
可
は
連
輸
省
の
港
長
が
受
理
執
行
し
、
入
港
届
、
貨
物
の
輸

出
入
検
査
等
は
税
関
が
行
い
、
動
植
物
の
検
疫
は
臣
林
省
の
検
疫
所
が
こ
れ
を
行
い
、
人
の
出
入
国
は
法
務
省
の
出
入
国
管
理
事
務
所

が
行
い
、
港
湾
荷
役
の
労
使
関
係
事
務
は
労
働
省
関
係
の
公
共
職
業
安
定
所
と
運
輸
省
の
地
方
海
連
局
と
が
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
な
ど
、

港
湾
管
理
に
介
入
し
て
い
る
国
家
機
関
は
そ
の
数
が
極
め
て
多
い
。
ま
た
、
港
湾
事
業
の
う
ち
、
最
も
企
業
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
倉

庫
、
荷
役
は
一
切
が
民
間
事
業
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
港
湾
管
理
者
は
こ
れ
ら
に
手
を
つ
け
る
こ
と
は
港
湾
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ら
業
者
の
認
可
権
も
監
督
権
も
持
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
港
湾
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
仕
事

は
主
と
し
て
港
湾
施
設
の
管
理
に
止
ま
り
、
仮
に
公
営
企
業
と
見
て
も
、
港
湾
経
営
の
一
部
分
を
業
務
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

” 
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い
て
は
各
港
そ
れ
ぞ
れ
区
々
で
あ
る
。
第
一
表
に
見
る
よ

港
湾
）
に
対
す
る
国
既
の
投
入
は
概
算
二
割
二
分
で
、
各

地
元
管
理
者
七
割
八
分
を
投
資
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
投
融
資
額
の
金
額
と
性
格
と
に
つ

昭
和
三
十
八
年
度
に
お
け
る
主
要
八
大
港
（
特
定
重
要

る。 に
つ
い
て
そ
の
金
額
を
見
る
と
、

第
一
表
の
通
り
で
あ

つ
の
難
点
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
主
要
八
港

て
い
る
こ
と
が
、
港
湾
事
業
の
公
営
企
業
化
に
つ
い
て

港
湾
の
建
設
改
良
に
対
し
て
莫
大
な
国
費
が
投
ぜ
ら
れ

港

湾

投

資

体
た
る
性
格
を
鈍
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

て
い
る
。
こ
の
事
実
も
、
港
湾
事
業
を
し
て
独
立
の
企
業

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

が
、
港
湾
の
存
在
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
各
種
収
入
の
大

部
分
が
管
理
者
以
外
の
手
に
渡
る
ば
か
り
で
な
く
、
管
理

行
政
そ
の
も
の
も
極
言
す
れ
ば
ア
。
ハ
ー
ト
の
管
理
人
の
権

限
に
類
す
る
程
度
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
観
を
呈
し

第1表

港 名
全

港湾に対する投資額

昭和38年度

国庫負担額

I 額 償却資産

管理者負担額

| 全 額

単位

償却資産

100万円

合
計

こ 尽． 2,329 1,396 47,960 8,707 50,289 

II 崎 3,125 1,442 13,169 1,942 15,294 

t 浜 7,556 6,314 13,857 5,151 21,413 

；古屋 5,755 2,226 22,489 6,825 28,244 

ヽ 阪 6,237 4,301 33,072 10,714 39,309 

h 戸 15,696 15,190 11,083 8,862 26,779 

： 関 987 367 4,061 575 5,048 

9 司 712 712 2,847 720 3,559 

計 41,397 31,948 148,538 43,496 189,935 

彩 21.8 78.2 100.0 

（註） 1. 

2. 

償却資産は外廓施設、水城施設等の基本施設を除いた港湾施設で全額の

内訳である。

運輸省港湾局調壺

28 
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う
に
、
最
も
多
額
の
資
本
的
投
資
を
行
っ
て
い
る
の
は
東
京
港
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
管
理
者
で
あ
る
東
京
都
が
負
担

し
て
お
り
、
次
位
三
位
の
大
阪
港
、
名
古
屋
港
も
同
様
に
管
理
負
担
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
神
戸
港
は
資
本
的
投

資
総
額
で
は
第
四
位
に
止
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
国
庫
負
担
額
は
八
港
の
う
ち
で
最
も
多
い
。
し
か
し
、
投
資
の
対
象
は
、
神
戸
港

は
大
部
分
が
償
却
資
産
、
す
な
わ
ち
建
設
し
た
施
設
か
ら
経
常
的
に
使
用
料
等
の
収
益
が
得
ら
れ
る
資
産
（
機
能
的
資
産
）
で
あ
り
、

そ
の
他
の
港
で
は
投
資
の
対
象
は
基
本
施
設
（
公
益
施
設
で
も
あ
り
、
無
収
益
の
資
産
で
も
あ
る
。
）
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
基
本
施
設
に
対
す
る
投
資
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
港
湾
地
水
域
の
構
造
自
体
に
改
良
を
要
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

償
却
資
産
に
対
す
る
投
資
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
港
湾
の
構
造
自
体
は
一
応
完
備
し
て
、
生
産
的
施
設
の
増
加
に
力
を
注

こ
れ
無
く
し
て
は
収
益
施
設
も
利
用
度
が
高
ま
ら
ず
、
ま

ぐ
と
い
う
体
制
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
施
設
と
い
え
ど
も
、

た
収
益
の
増
加
も
施
設
使
用
上
の
安
全
円
滑
も
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
ホ
テ
ル
に
お
け
る
ロ
ビ
ー
や
廊
下
の

よ
う
な
役
割
で
も
あ
り
、
ま
た
工
場
に
お
け
る
空
地
の
よ
う
に
直
接
に
は
生
産
に
参
与
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
直
接
生
産
要
索
た
る

機
械
、
労
働
な
ど
の
活
用
の
た
め
に
は
不
可
欠
の
設
備
で
あ
る
の
と
、
そ
の
意
味
は
似
通
っ
て
い
る
。

港
湾
が
公
営
企
業
た
る
体
制
を
整
え
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
基
本
施
設
に
対
す
る
国
庫
負
担
は
港
湾
が
国
家
的
存
在
で
も
あ
る
以
上
当

然
で
あ
る
と
し
て
も
、
機
能
施
設
に
対
し
て
は
港
湾
管
理
者
の
負
担
に
お
い
て
施
工
さ
れ
る
の
が
本
然
の
形
で
あ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
主
と
し
て
管
理
者
収
入
の
財
源
と
な
る
べ
き
機
能
施
設
に
対
し
て
も
国
家
は
昭
和
三
十
八
年
は
お
よ
そ
三
百
二
十
億
円
を

負
担
し
て
い
る
が
、

こ
の
殆
ど
全
額
は
、
将
来
に
亘
っ
て
依
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
約
半
分
は
神
戸

港
に
投
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
先
ず
各
港
の
国
庫
に
対
す
る
寄
与
の
度
合
が
考
殿
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
管
理
者

の
政
治
力
が
加
わ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
結
果
を
生
ん
で
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

第
二
表
は
、
昭
和
三
十
八
年
度
に
運
輸
省
か
ら
の
委
託
研
究
「
港
湾
の
も
た
ら
す
経
済
的
利
益
に
関
す
る
識
査
研
究
」
の
一
部
を
な

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

” 
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に
詳
細
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
関
税
収
入
が
三
八
、

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

す
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
調
査
対
象
と
な
っ
た
港
湾
に

課
、
使
用
料
、
サ
ー
ビ
ス
料
、
荷
役
料
そ
の
他
の
合
計
金

し
て
い
る
の
が
民
間
業
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
当
然
で

あ
る
が
、
国
が
輸
入
貨
物
に
課
す
る
関
税
や
入
港
船
に
課

す
る
屯
税
が
、
神
戸
港
で
総
収
入
の
約
四
割
に
当
る
二
百

八
十
依
円
に
及
ん
で
い
る
事
実
は
、
国
が
港
湾
の
存
在
に

よ
り
如
何
に
多
く
の
歳
入
を
獲
得
し
て
い
る
か
を
物
語
る

る
管
理
者
収
入
が
僅
か
O
•

一
割
乃
至
0
•
三
割
で
あ
っ

て
、
如
何
に
少
い
か
と
い
う
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
横

浜
港
に
つ
い
て
も
同
様
の
調
査
が
な
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た

が
、
右
二
港
の
場
合
と
は
調
査
方
法
に
異
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
総
収
入
額
を
求
め
る
過
程
に
よ
ら
な
か
っ
た
が
た
め

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
、
港
湾
管
理
喪
の
財
源
で
あ

も
、
民
間
収
入
が
断
然
多
い
こ
と
は
、
貿
易
に
直
接
関
与

第2表

す
な
わ
ち
、
神
戸
港
に
お
い
て
も
名
古
屋
港
に
お
い
て

港湾における経済活動から生じた直接収入

昭和37年度

額
を
、
各
収
納
者
別
に
分
類
し
た
統
計
で
あ
る
。

単位

お
い
て
、
港
湾
利
用
者
か
ら
直
接
支
払
わ
れ
た
諸
税
、
公

100万円

神戸港 名古屋港`額|―;-I—金額％＿
--- -—---•---―-• ← - - - --．．---・--- -- - _ |  

I 民 間収，入 42,44.3 58.8 14,001| 77.o 

1. 船舶運 航関係 23,196 3,336 

2. 船内荷役関係 4,5251 I 2,001 

3. 貨物関係 14,722 8,658 

II 国の収入 28,7041, 39.81 3,707 

4. 税関収入 28,4671 I s,669 

5. その他 2371 I 38 

m管理者収入 1,0211 1.41 5081 

6. 施設使用料等 1,0211 I sos 

IVそ の他 お

7. そ ．の他 23 

総計 72,191 

20.4 

2.7 

（註） 1.2.3．のうち管理者収入となる部分は除いて、これを6．に合雰。

a] 
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七
六

0
百
万
円
で
神
戸
港
の
そ
れ
を
上
廻
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
横
浜
港
で
も
国
の
収
入
が
断
然
多
い
も
の
と
推
測
で
き
る
。

右
は
昭
和
三
十
七
年
度
の
統
計
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
国
の
収
入
は
年
々
著
し
く
増
加
し
て
い
る
か
ら
、
国
が
港
湾
で
得
ら

れ
る
歳
入
は
、
神
戸
港
も
横
浜
港
も
各
々
三
、
四
百
億
円
を
下
ら
な
い
の
が
常
態
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
程
度
の
歳
入
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
国
が
前
掲
の
八
港
湾
全
体
に
対
し
、
如
何
に
巨
大
な
財
政
投
融
資
を
し
て
も
、
国
の
利
す
る
と
こ
ろ
は
他
の
如
何
な
る
財
政
投

融
資
に
比
ぺ
て
も
、
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
に
大
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
反
面
に
、
港
湾
管
理
者
が
そ
の
港
湾
の
企
業
性
を

確
立
す
る
こ
と
は
、
公
債
、
借
入
金
等
の
元
利
払
を
勘
定
に
入
れ
る
と
、
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
は
、
そ
の
港
湾
の
経
常
収
入
の
小
さ

い
こ
と
か
ら
見
て
十
分
に
諒
解
し
得
る
こ
と
と
思
う
。

港
湾
の
経
常
収
支

池
湾
の
管
理
に
関
す
る
経
常
経
内
は
、
そ
の
港
の
管
理
者
の
経
常
収
入
を
も
っ
て
賄
う
べ
き
こ
と
は
、
法
人
で
あ
る
港
務
局
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
地
方
公
共
団
体
阻
営
の
港
湾
事
業
で
も
原
則
と
す
ぺ
き
で
あ
り
、
経
常
収
支
の
均
衡
こ
そ
そ
の
財

政
の
基
準
と
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
管
理
者
の
収
入
は
、
繋
船
岸
壁
、
繋
船
浮
標
、
上
屋
、
引
船
、
は
し
け
、
荷
役
機
械
、
給
水
、
用

地
、
屋
室
、
水
面
、
厚
生
施
設
等
の
管
理
者
が
所
有
し
管
理
す
る
諸
機
能
施
設
の
使
用
料
や
滞
船
料
、
通
航
料
、
土
砂
採
取
料
な
ど
が

主
た
る
財
源
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
管
理
者
は
経
常
支
出
は
、
一
般
事
務
毀
（
港
に
よ
り
一
般
港
湾
毀
あ
る
い
は
港
湾
管
理
喪
な
ど

と
も
唱
え
、
港
湾
部
局
の
人
件
費
、
庁
既
を
主
と
す
る
経
費
）
、
諸
事
業
喪
（
前
記
諸
機
能
施
設
の
維
持
運
営

S
、
福
祉
厚
生
喪
、
公
債

費
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
収
入
、
支
出
と
も
に
港
に
よ
り
各
項
目
の
軽
重
が
著
し
く
異
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
神
戸
港
で
は
上

屋
使
用
料
、
岸
壁
使
用
料
、
用
地
占
有
料
の
三
項
目
で
全
収
入
の
約
二
分
の
一
を
占
め
て
お
り
、
名
古
屋
港
に
お
い
て
は
引
船
使
用
料

と
上
屋
使
用
料
と
で
全
収
入
の
二
分
の
一
を
超
え
、
岸
壁
使
用
料
は
全
収
入
の
わ
ず
か
一
割
に
も
満
た
な
い
。
す
べ
て
各
港
の
構
造
と

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

四

!1 
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第5表 主要八港の経常収支

昭和3舷F度 単位

港
経常 経常支出(B)

名剛ぷ〗；翫詞子1慨却費I 計

100万円

A-B A 
B 

東 尽． 379 419 37 319 775 396 49.0% 

) l l 崎 176 106 48 85 239 63 73.3% 

横 浜 406 634 231 88 953 547 42.6% 

名 古 屋 565 652 288 316 1,259 691 45.0% 

大 阪 773 461 582 414 1,457 684 53.0% 

神 戸 833 440 270 241 951 118 87.6% 

下 関 32 24 ， 19 52 20 61.0% 

門 司 85 102 39 21 162 77 52.6% 

＾ ロ

計 3,249 2,838 1,504 1,503 5,845 2,596 55.6% 

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

今
、
特
定
重
要
港
湾
八
港
に
つ
い
て
、
経
常
収
支
勘
定
を
見
る
と
第
三

表
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
三
表
の
収
入
は
、
施
設
使
用
料
と
サ
ー

ビ
ス
料
だ
け
を
含
み
、
支
出
の
う
ち
管
理
費
に
は
人
件
費
、
庁
費
、
事
業

第
三
表
を
見
る
と
、
先
ず
こ
の
八
港
の
う
ち
経
常
収
支
に
お
い
て
均
衡

を
得
て
い
る
港
は
―
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
や
均
衡
に
近
い

財
政
状
態
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
神
戸
港
と
川
崎
港
で
あ
り
、
後
者
は
管

理
規
模
が
比
較
的
に
小
さ
い
た
め
に
管
理
費
が
割
合
に
少
く
て
済
ん
で
い

る
こ
と
に
よ
る
し
、
前
者
は
財
源
が
他
港
に
比
し
て
豊
富
で
あ
る
こ
と
が

最
大
の
原
因
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
経
常
勘
定
に
お
け
る
赤
字
は
、

多
い
港
で
五
〇
グ
タ
笠
超
え
、
少
い
と
こ
ろ
で
も
―
二
彩
を
超
え
て
い
る
。

換
言
す
る
と
、
赤
字
の
多
い
横
浜
港
で
は
そ
の
経
常
収
入
を
も
っ
て
し
て

支
出
の
わ
ず
か
四
三
％
程
度
し
か
充
た
し
得
ず
、
財
政
が
最
も
好
調
と
み

ら
れ
る
神
戸
港
で
さ
え
八
八
形
程
度
で
あ
っ
て
、
均
衡
財
政
に
は
ま
だ
達

じ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
不
足
額
は
、
主
と
し
て
都
府
県
市
の
一
般
会
計

時
的
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
場
合
も
あ
る
。

ほ
か
ら
繰
入
金
の
形
で
補
充
さ
れ
、
時
に
は
国
庫
補
助
金
、
借
入
金
等
の

運輸省港湾局調査

費
を
含
ん
で
い
る
。

機
能
の
特
殊
性
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。

召
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お

以
上
は
、
主
と
し
て
八
特
定
重
要
港
湾
に
つ
い
て
の
み
観
察
し
た
が
、
そ
の
他
の
重
要
港
湾
は
こ
れ
ら
よ
り
も
造
か
に
財
政
状
態
が

悪
く
、
た
と
え
ば
広
島
港
の
ご
と
く
経
費
の
わ
ず
か
ニ
ニ
彩
し
か
収
入
を
得
て
い
な
い
と
い
う
港
さ
え
あ
る
。

要
す
る
に
、
わ
が
国
で
は
企
業
体
制
を
も
っ
て
経
営
で
き
る
港
湾
は

l

つ
も
な
く
、
独
立
採
雰
を
建
て
前
と
す
る
公
営
企
業
体
に
は
、

程
遠
い
財
政
状
態
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
独
り
神
戸
港
だ
け
が
近
き
将
来
を
期
待
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
神
戸
港
の
こ
の
成
果
は
、

神
戸
市
が
管
理
者
と
な
っ
て
以
来
、
長
年
に
わ
た
っ
て
港
湾
の
企
業
化
に
関
心
を
も
ち
、
財
源
と
な
る
諸
施
設
の
増
設
に
力
を
注
ぐ
と

と
も
に
、
規
制
下
に
あ
る
港
湾
料
金
の
適
正
化
に
も
努
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
の
港
湾
事
業
を
、
従
来
通
り
公
益
事
業
視
し
て
経
営
し
て
行
く
と
い
う
の
な
ら
ば
、
始
め
か
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
少

く
と
も
外
国
貿
易
に
従
事
す
る
特
定
重
要
港
湾
を
諸
外
国
の
港
湾
並
み
に
公
共
企
業
化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
各
港
湾
と
も
そ
の
経

営
財
政
の
面
で
大
改
革
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

一
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
が
港
湾
活
動
か
ら
得
る
歳
入
の
莫
大
な
こ
と
に
鑑
み
、
港
湾
の
建
設
改
良
既
の
よ
う
な
臨
時
喪
に
つ
い
て

は
、
港
湾
管
理
者
の
負
担
分
を
経
営
難
に
な
ら
ぬ
程
度
ま
で
に
引
下
げ
る
た
め
に
、
国
の
財
政
投
資
を
増
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
三

表
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
公
債
利
子
と
償
還
費
と
を
除
い
た
管
理
運
営
喪
だ
け
で
経
常
収
入
と
比
較
す
れ
ば
、
八
港
の
う
ち
川

崎
港
、
大
阪
港
、
神
戸
港
、
下
関
港
の
四
港
は
す
で
に
収
支
均
衡
を
超
え
て
収
入
超
過
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
四
港
も
著
し
く
均
衡
に

近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
故
に
先
ず
、
港
湾
の
建
設
改
良
工
事
に
対
し
て
は
国
の
財
政
投
資
を
大
巾
に
増
加
し
て
、
地

方
公
共
団
体
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
が
第
一
の
条
件
と
い
え
よ
う
。
水
域
施
設
お
よ
び
外
廓
施
設
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
港
湾
に
よ

り
特
定
重
要
港
湾
に
は
一

0
0％
の
国
費
を
投
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
も
、

貿
易
飛
の
増
加
促
進
を
通
じ
て
国
の
歳
入
も
比
例
的
に
増
加
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
大
限
の
国
費
投
入
を
惜
し
む
べ
き
で
は
な
い
。

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）
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え
る
。

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

二
、
各
港
湾
は
管
理
者
収
入
の
財
源
と
な
る
べ
き
施
設
の
増
設
に
極
力
努
む
べ
き
で
あ
る
。
新
設
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
既
設
の
国

有
、
民
有
の
施
設
の
移
譲
、
買
収
を
受
け
て
財
源
の
確
保
に
乗
り
出
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
港
湾
諸
施
設
の
使
用
料
や
サ
ー
ビ
ス
料
な
ど
の
料
率
を
、
海
外
の
例
を
標
準
と
し
て
適
正
化
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在
、
わ
が
国

の
港
湾
に
出
入
す
る
貿
易
船
の
大
半
は
外
国
籍
の
船
舶
で
あ
る
。
通
商
条
約
と
港
湾
法
の
規
定
と
に
よ
り
、
内
外
船
舶
に
差
別
待
遇
を

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
事
情
に
あ
る
と
は
い
え
、
公
益
事
業
時
代
の
名
残
り
で
あ
る
低
率
料
金
を
外
国
船
舶
に
ま
で
及
ぽ
す
必
要
は

な
い
。
わ
が
国
の
船
舶
に
対
し
て
は
別
の
手
段
で
負
担
軽
減
を
考
え
、
港
湾
料
金
を
企
業
採
邸
の
立
場
か
ら
決
定
す
る
の
が
適
当
と
考

四
、
浩
湾
管
理
者
は
新
財
源
を
開
拓
す
べ
き
で
あ
る
。
港
湾
法
第
十
三
条
で
民
間
事
業
と
の
競
合
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
は
、
権
力

を
も
つ
地
方
公
共
団
体
の
活
動
を
規
制
し
た
民
主
々
義
立
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
冒
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
民
間
の
手
の
及
ば
な

い
新
規
の
施
設
や
事
業
を
案
出
、
設
備
し
て
使
用
料
、
サ
ー
ビ
ス
料
の
新
収
入
源
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
管
理
者
と
し
て
常
に
心
掛
け

る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
港
湾
の
企
業
化
に
は
矢
張
り
企
業
精
神
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

五
、
浩
湾

F
業
の
経
営
面
の
合
理
化
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
。
第
三
表
を
見
る
と
、
管
理
連
営
喪
の
著
し
く
多
い
港
湾
が
あ
る
。
神

戸
港
の
場
合
を
標
準
と
す
る
の
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
神
戸
港
が
そ
の
挙
げ
て
い
る
収
入
額
に
対
し
て
管
理
連
営
費

は
そ
の
約
二
分
の
一
で
済
ま
し
て
い
る
事
実
に
比
較
す
る
と
、
他
の
港
で
は
そ
の
収
入
に
比
べ
て
の
管
理
巡
営
費
の
割
合
が
著
し
く
多

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
差
異
の
生
じ
た
主
た
る
原
因
が
、
人
件
般
の
較
差
に
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
述
輸
省
迷
湾
局
の
調
森

に
よ
る
と
、
人
件
既
が
経
常
毀
中
に
占
め
る
割
合
は
、
東
京
港
二
五
・
九
％
、
川
崎
迷
一
八
・
八
％
、
横
浜
港
二
六
•
五
％
、
名
古
屋

港
ニ
―
•
四
％
、
大
阪
浩
一
四
•
四
％
、
神
戸
迷
一
九
・
八
形
、
下
関
港
三

O
•
八
形
、
門
司
浩
二
七
。
八
グ
タ
g
な
っ
て
お
り
、
大
阪

港
を
例
外
と
し
て
、
他
は
概
ね
第
三
表
の
示
す
赤
字
の
大
き
さ
に
比
例
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
港
湾
管
理
部
局
の
内
部
機
構
に
つ

54 
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い
て
一
工
夫
を
必
要
と
す
る
よ
う
に

れ
、
従
来
の
よ
う
な
官
庁
式
の
放
漫

思
わ
れ
る
。

わ
が
国
港
湾
事
業
の
企
業
性
（
柴
田
）

そ
の
他
、

管
理
、

運
営
の
面
で
経
費
を
節
約
で
き
る
部
分
が
相
当
に
あ
る
と
見
ら

な
経
営
経
理
は
、
企
業
体
制
を
採
る
上
か
ら
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

（
昭
和
四
十
一
年
一
月
稿
）

ぉ




