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支
那
航
域
に
於
け
る
日
英
舵

支
那
航
域

に
放
り
る
日
英
唐

佐

渡

宣

窄

在
支
外
囲
汽
船
諦
鮮
紅
の
渠
早
事
情
に
終
っ
て
ゐ
る
に
封
し
て
'
杢
柿
は
支
部
卦
び

に

列
堅
牡

混
わ
性
隼

が責
に
肝
変
的

祭

殿

段
階

に
於
い
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
支
那
航
境
に
於
け
る
列
国
海
道
の
拭
撃

で
本
質
的
に
明
か
に
L
や
う
と
す
る
O
こ
の
場
合
'

本
稿
は
列
国
梅
琴
〃
出
方
の
み
と

一
方
的
に
間
軍

三
三
匂
も
の
で
は
た
い
.
そ
れ
が
比
率
軸
藍
と
す
る
文
部
白
煙
の
航
道
菜
の
性
格

ま
た
は
発
展
段
階
と
常
に
併
せ
考
察
す
る
｡
攻
に
中
毒

.
本
lXE=
は
列
国
;.#
蓮
の
う
i･r
r
文
部
航
域
に
耶
(fノけ
三

へ
き
い
勢
力
を
も
つ

イ
ギ
リ
ス
並
び
に
日
韓
を
桂
ぶ
け
れ
ど
も
'
こ
れ
を
葦

件
航
域

一
般
と
の
関
係
に
か
L
て
若
許
す
↑㌔

十

＼
す
る
こ
と
は
草
に
日
英

海
道
の
性
格
の
み
な
ら
ず
､
ヰ
6た
'
支
那
蹴
域

ま
た
は
支
那
航
遅
発
の
性
格
を
L石

よ
く
把

へ
得
り空

重

へ
る
か
ら
で
あ
る
｡

I

海

運
経
済

G
ll二
つ
の
型

海
道

一
般
で
た
く
'
醍
民
緩
燐
と
し
て
の
迄
道
の
在
-
方
は
'
聾
者
に
識
れ
ぼ
'
三
つ
の
判
定

分
た
れ

る

L

二

)
ア
メ
リ
カ
劃
'

(
二
)
日
本
型
'
(
≡
)
イ
ギ
リ
ス
型
｡



第

一
型
は
本
#
.
内
陸
的
な
自
足
経
済
に
立
つ
国
の
海
道
の
在
-
方
で
あ
る
.
従
っ
て
'
こ
こ
で
は
内
壁

父
通
機
関
と
し
て
の
鏡

道

･
道
路

･
円
水
路
は
貰
嬰
問
題
と
な
る
が
'

｢
外
輪
と
の
交
易
路
と
し
て
の
海
洋
｣
ま
た
は

｢
外
囲
貿
易
常
助
手
段
と
し
て
の
海

.W
｣
は
国
民
経
済
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
張
-
認
識
さ
れ
な
い
｡
要
す
る
に
'
こ
こ
で
は
海
運
は
原
則
と
し
て
瀬
極
的
で
あ
る
｡
ア
メ
リ

カ
に
於
い
て
は
､
大
湖
船
が
会
船
腹
に
封
し
て
占
め
る
割
合
は

一
九

1
四
年
に
は
五
割
l
春

の
多
き
を
'
最
近
で
も
l
南

以
上
空

か

し
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
'
ア
メ
-
カ
で
国
内
坑
道
が
著
し
-
大
き
な
役
割
を
示
し
'
梅
遇
が
封
外
性
に
乏
し
い
こ
と

を
告
げ
る
も
打
で
あ
っ
て
､
頚
管
'
こ
れ
を
外
国
貿
易
就
航
船
と
滑
岸
内
河
就
航
船
と
の
比
校
に
於
い
て
見
る
忙
後
者
が
著
し
-
倭

位
に
あ
る
O
(銅
山
慧

蒜

)
髭
に
1ま
た
'
ア
メ
-
カ
槍
が
自
国
の
外
囲

(海
上
)
貿
易
に
参
加
し
.
戟
貸
す
る
割
合
を
調
ぶ
る
も
'
近

葬
こ
き

二
割
罰
ハFT
,L･l示
す
が
.p

稀

;L
次
位
粗
大
拙
LS
は

l=
別
と
判
っ
て
ね
た
｡
(第
二
栄
泰
照
)
売
ほ
､
こ
の
第

一
型
に
褐
す
る
も
の

弟 1 表
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Navlgation,MerchantMatir)eStalistlCS.
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英
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姉 ?. 栄

アメ リカ舶 〇)アメ リカ海上貿易戟貨割合1)
支
那
航
域
に
於
け
る
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英
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第
二
審
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九
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に
支
部
梅
蓮
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
本
稿
の
主
題
上
後
段
に
言
及
す
る
｡

第
二
型
は
原
則
と
し
て
'
外
囲
の
原
料
市
場
並
び
に
販
整

E
場
と
本
質
的
聯
関
を
持
た
す
し
て
は
基
本
医
業
の
存
立
し
能
は
ざ
る

国
が
も
つ
と
こ
ろ
の
海
道
の
在
り
方
で
あ
っ
て
'
こ
こ
で
は
寝
道
は
そ
の
園
の
産
糞
貿
易
と
緊
密
な
伐
存
関
係
に
立
ち
'
拓
道
は
定

柴
貿
易
と
共
に
蟹
展
す
る
O
日
本
梅
道
は
こ
の
型
に
展
す
る
.
R
本
圃
民
経
帝
に
と
っ
て
外
囲

へ
通
す
る
航
路
は
生
命
跡
的
で
あ
-

海
道
は
最
夏
空

圧
業
部
門
の
l
つ
と
し
て
積
極
政
策
の
封
象
と
な
る
｡
自
国
の
封
外
掠
上
貿
易
に
白
囲
船
が
垂
加
す
る
割
合
は
著
し

-
高
-
､
洛
道
は
常
に
封
外
性
を
示
し
て
ゐ
る
｡
(弟
三
･
四
表
蓉
B
.)

第
三
型
は
積
極
性
に
富
む
部
に
於
い
て
撃

壷

と
同
様
で
あ
る
が
､
JJ
れ
は
自
国
藍

末
貿
易
の
鞘
助
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
'
夏

に
蚤
属
し
て
'
潅
道
の
た
め
に
海
道
を
営
む
段
階
に
あ
る
国
の
も
つ
と
と
ろ
の
海
進
の
老
り
方
で
あ
る
.
イ
ギ
リ
ス
梅
道
が
JJ
の
塾
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路
を
主
た
る
領
域
と
す
る
の
で
な
-
'
第
七
宗
の
示
す
如
-
'
第
1L二
国
間
貿
易
に
進
出
.
出
し
て
そ
の
ST･ば
を
イ
ギ
リ
ス
鮒
で
戟
貸
し
て

ゐ
る
｡
イ
ギ
リ
ス
糖
が
世
界
の
七
洋
を
制
覇
す
る
と
言
は
れ
る
所
以
で
あ
る
O
な
は
'
よ
-
小
規
模
で
は
あ
る
が
'
こ
の
型
に
屠
す

る
も
の
と
し
て
'
ノ
ー
ル
ニ
ー

･
ギ
リ
シ
ャ
の
海
送
が
あ
る
｡
殊
に
著
し
い
の
は
ノ
ー
ル
エ
ー
の
油
槽
給
で
あ
っ
て
'
石
油
の
国
内

産
胡
殆
ん
ど
な
-
ま
た
石
油
工
尖
も
襲
達
し
店
ら
ざ
る
ノ
ー
ル
エ
ー
は
所
有
油
槽
船
咽
毅
に
於
い
て
世
界
第
三
位
に
あ
る
o

潅
越
の
か
う
し
た
三
つ
の
型
は
先
づ
国
民
経
済
の
自
然
地
理
的
制
約
の
相
違
に
基
因
す
る
と
見
ら
れ
る
が
､
我
々
は
よ
り
多
-
塞

史
的
畿
巌

L.宿

に
つ
い
て
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
例

へ
ば
現
在
第

l
型
の
ア
メ
リ
カ
に
し
て
も
十
九
世
紀
中
東
ま
で
は
建
国
の
新

望

風
貌
を
身
に
つ
け
て
妄

れ
軒
で
散

々
に
ア
メ
リ
カ
船
を
束
縛
し
た
イ
ギ
リ
ス
船
に
果
敢
な
戦
を
挑
ん
だ
歴
史
を
も
っ
て
ゐ
る
嘉

小り

洋
貿

切
に
於
い
て
常
時

の
ア
メ
リ
カ
･ク
リ
ッ
パ
ア
船
は
イ
ギ
リ
ス
棺
に
複
軽
を
葬
せ
し
め
た
輝
し
い
記
録
を
も
っ
て
ゐ
る
.
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第

一
表

'罪
二
乗
の
告
げ
る
や
う
に
'

常
時
の
ア
メ
リ
カ
で
は
外
圃
貿
易
就
航
船
腹
は
沿
岸
内
河
貿
易
就
航
船
牌
を
凍
鶴
L
t
ま
た

海
上
貿
易
戟
貸
割
合
も
著
し
-
大
き
か
つ
た
｡
即
ち
'
封
外
的
積
極
性
に
富
む
第
二
型
の
梅
遠
で
あ
っ
た
o
し
か
る
に
'
南
北
数
寄

に
よ
っ
て
膨
張
し
た
ア
メ
-
カ
大
陸
の
開
畿
熟
は
ア
メ
-
カ
を
し
て
準

か
ら
陸

へ
轄
軟
せ
し
め
､
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
淀
迄
を
し
て

汰
-
自
足
準
折
の
埼
円
を
出
な
い
-

･即
ち
､
本
稿
の
謂
は
ゆ
る
第

一
型
の
E

消
極
的
筋
道
に
と
ど
め
し
め
て
ゐ
る
.
も
っ
と
も

l
九
三
六
年
商
船
法
以
後
の
ア
メ
リ
カ
海
道
は
割
目
す
べ
き
新
し
い
蟹
足
を
た
し
て
ゐ
る
.
そ
の
新
惜
脚
は
硯
灯
ア
メ
リ
カ
の
戦
時

海
道
政
策
に
L/
普
-
寄
輿
し
っ
･.
あ
る
.
併
し
へ
本
稿
が
考
察
す
る
東
洋
ま
た
は
支
部
航
域
に
関
す
る
阻
-
､
ア
メ
リ
カ
振
返
は
な

は
言
ふ
に
足
る
べ
き
存
在
で
な
い
｡

(従
っ
て
'
本
稿
は
在
支
外
囲
柑
)
pL
T
日
英
附
を
揮
び
'
ア
メ
リ
カ
相
を
省
い
た
｡)

墾

壷

に
聖

-
る
日
本
猿
道
が
歴
史
的
敦
展
を
通
し
て
JJ
の
第
二
型
に
今
日
到
達
し
た
も
の
な
る
こ
と
'

こ
L
)で
詳
説
の
壁
は
あ

ChamberofShippingoftheUnitedKlngdom Arl】-ualReportand
ReportofProceedings,各年版 よりD

ll
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,h･▲tJr書

る
ま
い
｡
.江
戸
時
代
の
臼
太
は
永
-
封
誠
的
自
給
維
癖
に
甘
じ
て
外
囲
に
通
ず
る

大
船
は
寧
ろ
JJ
れ
を
政
策
的
に
禁
止
し
て
ゐ
た
.

日
本
涼
道
が
本
格
的
襲
展
を
辿
っ
た
の
は
明
治
維
新
以
後
'
香
､
日
清
戟
事
以
後
日
本
の
近
代
工
翼

頼
め
は
ま
に
紡
穎
H
栄
)
が
成
立

し
て
か
ら
の
こ
･U.で
あ
る
｡
勿
論
'

表

望

還

れ
る
ヤ
う
に
'
日
本
梅
道
の
蔑
展
は
栽
字
と
寄
履
た
開
聯
を
有
し
.
日
清
戦
等
直

後
の
頼
通
造
船
奨
励
政
策
を
も
っ
て
エ
ポ
ッ
ク
と
す
る
こ
と
は
出
凍
る
が
'
他
方
ま
た
'
後
段
説
く
で
あ
ら
う
や
う
に
'
紋
所
的
に

は
こ
の
時
代
に
確
立
し
た
日
本
紡
精
美
の
た
め
に
海
外
航
路

へ
伸
.i3
得
た
の
で
あ
る
.

填

た

'
第
三
雅
の
イ
ギ

リ
ス
海
退
に
あ
.づ
で
範
.
初
め
か
ら
第
三
型
と
し
て
饗
屈
し
た
の
で
は
な
い
｡
中
世
の
イ
ギ
-
ス
は
自
足

準
岬

の

丁
に
痛
め
て
泊
和
的
た
㌢
易
に
格
納
し
'
蘇
ら

ハ
ン
ザ
同
盟
糖
や
イ
タ
リ
ー
鮪

か
群
杭
に
依
っ
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
と
安
物

世
が
7
7
/
ダ
ー
ス
か
ら
毛
墜

｣
を
招
碍
し
て
イ
ギ
リ
ス

･
マ

三
7
7
ク

チ
ユ
了

の
基
準

t,,築
ゐ

て
以
索
の
こ
と
で
あ
J

o
そ
し

て
'
爾
後
.
港
外
植
民
地
の
建
設
掘
大
と
琴
門
産
業
革
命
の
完
成
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
梅
道
は
品
々
対
外
的
積
極
性
を
加

へ
'
前
世

_紀
中
葉
に
航
症
候
例
を
願
柴
し
て
以
後
は
超
に
第
三
型
に
卓
古

語
展
し
た
の
で
あ
る
｡
即
ち
'
イ
ギ
-
ス
の
桜
通
は
地
軸

的
に
規
則

正
し
-
第

1
竿

-
↓
第
二
型

-
･
>箱
二
転

の
謹
展
峯

不
す
o

と
こ
ろ
で
'
杢

梢
で
特
に
問
題
と
す
る
イ
ギ
-
ス
と
日
本
と
の
描
道
を
よ
-
立
入
っ
て
考
察
し
た
い
｡
夙
に
産
聖
革
命
を
了

へ
て

前
世
紀
中
葉
以
喝

国
際
的
自
由
貿
易
に
よ
っ
て
傾
っ
て
ゐ
る
イ
ギ
リ

ス
に
あ
つ
て
は
'
海
道
は
自
国
産
柴
貿
易
の
封
助
手
段
で
あ

る
と
同
時

に
'
更
に
そ
の
段
階
を
超
え
て
第
三
開
聞
航
路
に
も
大
き
な
勢
力
を
示
し
て
ゐ
る
o
｢
国
旗

(船
舶
)

は
貿
易
に
従
ふ
｣
か

｢
貿
易
は
国
旗
に
従
ふ
｣
か
'
乃
至
は

｢
園
横
は
貿
易
と
共
に
進
む
｣
か
.
そ
の
何
れ
か
は
問
題
で
あ
る
が
'

と
に
か
く
国
策
と
買

支
那
航
域
に
於
げ
ろ
日
英
働

第

二
審

七
〇
三

第

三
妨

7
四
七

佐波,中世 イギ .)スの海道政策,雷撃盲1帽 音韻52溝3凱冒丞昭l



支
部
航
域
に
於
1;
乙
日
英
船

賢

一
各

七
〇
四

雪

改

7
四

八

易
と
が
闘
聯
づ
-

れ
て
考

へ
ら
-

の
完

二
型
の
岸

で
あ
る
c
l
<
･
に
警

･

第
二

fT
言

,
豊

は
第
三
麟
間
露

に
も

歪

進
出
し
て
白
-

萎

易

竺

鯨

-

-

に
-

己

,
秦
-

こ
細
道
の
た
め
の
-

毒

む
｡
こ
れ
に
此
す
れ
ば

竺

狸
の
日
本
窪

は
よ
-

-
自
-

-

盛

暑

す
ス
4.
品

は
株
に
本
稿
-

衝
撃

あ
嘉

揮
航
域
に
於
い
て

管

差

し
.
-

の
発

議

鍬
､
裏

の
ゴ
ム
･
錬
石
,
蘭
印
の
石
油
･
jL6
洲
の
羊
毒

蔓

-

∈
-

の
原
料
を
輸
入
す
-

め
,
そ
し
て
,,J
れ
ら
完

=-

-

.-

-

-

-

-

に
∵

LL･(,T
孟

麺

は
雷

航
城

･

-

i
E

･

.設

=
ヱ~
j1島
の

渉

嘩

l貨

川

､リ
ト
ト㌻

-

1

=.∴

や

"
･
く
許

に

望

聖

賢

露

に
蓋

芋

予

-

ア

メ

リ
カ

と

ヨ
ー
ロ

リ
バ
ー-

結
ぶ

吉

祥
航
絹

に

-
-

,

-

-

-
-

筈

有
利
に
導

い
て
ゐ
る
C
併
し
乍
ら
,
垂
讐

宗
か

-

-

そ
の
第
三
国
間
航
路
の
-

な
ほ
小
嘉

An
に
誓

.

-

-

-
-

--

--
_

-

,

-

.

特
に
臼
芸

要

-

絡
す
孟

指

-

質
-

る
o
L
か
-

･
イ
ギ
リ
ス
に
-

は
･
壷

祥
航
軍

の

自
学

農

の
利
音
-

ち
-

,
そ
の
故
に
間
接
-

-

決
し
て
志

の
莞

要

の
-

責

善

芸

.

.

.

.

.

･

･

･

･

.

:

蓋

る
O
芝

梅
-

-

ん
が
た
め
に
是

航
路
の
-

JJ
-

A
-

-

と
･
白
-

藁

の
碓
童

の
た
め
に
航
讐

確
保
拭
張
に
懸
命
を

若

の
と
の
相違

.

毒

蓋

誓

言
ふ
著

に
は
勿
警

部
-

孟

-

む
が
,
-蒜

で
は
･
竿

の
如
-
･

望

警

陵
墓

亨

r,TY
で

∴

.

･.

･

･
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蔓

航
域

1
殻
に
つ
い
て
'
攻

に
支
部
航
域
に
つ
5
,て
考
案
し
た
.

〓

東
洋
航
域

に
於
け
る

日
英
賠

日
本
が
近
代
産
糞
を
定
立
す
る
ま
で
-
-
･･従
っ
て
大
腔
に
第

1
次
世
界
大
戦
ま
で
1
-

の
東
洋
航
域
が
殆
ん
ど
イ
ギ
リ
ス
海
道
の

支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
多
言
卑
要
し
な
い
o
傍
に
.
海
商
園
と
し
て
古
い
億
続
を
有
し
蘭
領
印
度
に
絶
大
な
権
益
を
有
す
る
オ
ラ

ン

ダ

南

船

と

.
そ
し
て
.
ビ
ス
て
<
ク
の
政
策
拙
換
以
奔
諌
i;-3=す
る
相
民
雄
帝
刀
を
背
後
に
塘
ふ
ド
イ
ツ
商
船
の
活
躍
が
あ
つ
た
が

前
者
は
塞

史

古
き
も
環

極
性
を
甲
ぎ
F
'.iS
者
は
胡
角
朝
楓
1'J
つ
-
.

そ
の
途
上
で
世
界
大
戦
に
挫
拝
し
た
.
小

-
し
て
'
東
洋
水
城
は

他

爪
)
壮

丹
水
城
｣
k
lLlrレくi
｡
ノl･lど
ィ

.1.､
=

.∴
･T=紙
つ
トけハつ
｢

…

つ

1

､-
月

～

-

2
n-
Ll
L
J
…
つ

束
だ

打
耽
拭
K
つ
い

て
見
るも
､
日
本
へ
の
綿
花
の太

宗

で

あ

る
孟
買

･
日
本
航
頚
に
於

い

て
l

八
八
八
年

一

二
月
五
日
成
立
し
た
定
期
船
同
盟
の
積
取

此
率
は
第
八
表
の
如
-
イ
ギ
リ
ス
船
が
歴
倒
的
に
優
勢
を

不
し
て
ゐ
る
.
だ
が
'
常
時
の
日
本
海
蓮
は
多
数
海
道
業
者
の
合
同
に
よ

っ
て
既
に
そ
れ
ぞ
れ
日
本
郵
船
と
大
阪
商
船
の
成
立
を
見
て
屠
り
'
略
々
団
円
照
判
を
竜

へ
て
ゐ
た
｡
そ
の
上
'
既
述
の
如
-
常
時

の
日
本
紡
績
糞
の
確
立
が
日
本
海
道
を
正
に
新
し
-
海
外
に
驚
展
せ
し
め
や
う
と
し
て
ゐ
た
｡
こ
れ
は

T
八
九
三
年
日
本
郵
船
の
孟

買
航
路
開
設
と
い
ふ
形
で
賓
現
さ
れ
た
O
鮎
ち
'
同
社
は
常
時
日
本
の
黄
貢
要
産
莞
た
る
紡
績
兼
の
資
本
即
の
支
持
の
下
に
'
敢
然

と
し
て
日
本
･
孟
眉
間
定
期
航
路
を

開
設
し
'
英
唄
伊
定
期
船
同
明
.運

賃

(
1
七
留
比
)
よ
-
三
層
此
安
い
明
に
挑
故
的
な
遠
賀
を
も

っ
て
臨
ん
だ
｡
併
し
'
開
坑
後
二
年
草
の
1
八
九
六
年
五
月
六
日
'
同
紅
は
そ
れ
ま
で
の
競
宰
相
千
の
孟
貰

･
日
本
航
路
同
盟
に
加

入
樺
を
得
､
そ
の
プ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト

1
八
%
を
P
.
&
0
.
か
ら
吐
出
さ
し
め
る
の
に
成
功
し
た
.
而
し
て
'
本
航
路
は
同
年
八
月
二

支
部
航
域
に
於
け
る
日
英
蛸

第

二
啓

七
〇
五

第

三
新

一
四

九



第 8兼 孟景 ･日本定其朋EiL同風1,(Ti月,･三年鮒IT.恩時)

支
那
航
城
に
於
け
る
日
英
船

1年航削 本 義 = 可 芯 二義

l12 】l/60

舞 コ0表

(192さ書年硯在)

363636

ユ2

2

P･ dZ ､10- (英 )

E] 本 郡 m.L(日)

大 rJ/I. .jltr I.'Erl(日)

園 際 T′=L淵 (冒)

PenlnSular& Oriental(其)

AtlStrianLloyd (敬)

NavユgaZJOnegenerallta】lana(伊)

第 9 表

孟買 ･日本定基月航路同盟2)

(1913年現在)

I:ll: ∴ ■赴 土こJL三二

P. & U. (英)

日 本 郵 船 (日)

大 阪 商 船 (日)

SocietaMarltmla(伊)
(以前の N G.1)

AustrianL】oyd (攻)

第二脊七〇六第三批f五〇

六日'日本逓信大臣から特別助成航路として指定され'更に第1次世界大戦前には大阪南船もJJれに加入するJJととな-'第九表の如-.日本とイギ-スとはその位置の碑例を見るまでに露層⊥紅辿った｡そして､一九二八年

至ったG(第EC,表参照)

俄々は日本産業が本質的に伐揺する航路に於いて日本海道が如何に園豪並びに産業資本園から甥い支持を受けるかについて知ってゐるが'就中tJJの孟買航路に於ける大日本紡掩聯ム息品支援は大であるo例へぼ'日本商船の積凝る即梢は現品が未だ奥地にある問に日本輸入商に買頼られて引渡され'船積には
自由に日本脂を韓び得る仕組になってゐるO

これに封して'叙上見たヤうに噺攻後退を辿

1)ImDerlaTShipp】ngCommittee,
BrltlShSh】ppH,1gl】･LthctOrJent,
1939
,

p.
79
.
大阪商船評
,
東洋に放ける英国侮堅,
LO5Llio2)3)日本郵船株式昏祉五十年度,

113-119頁,
丈mp∈･rialShlPpingCom-

mlttee,p.
79
,
8()
.
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j

lllrD
･W

.T

T
∃

t
J
j

l
t

る
ほ
か
な
き
イ
ギ
リ
ス
｣倍
遇
業
は
､
最
近
特
に
.
政
府

･
貿
易
商

.
輿
論
の
交
接
な
き
を
敷
く
.

日
本
を
中
心
と
す
る
他
の
印
度
定
期
航
路
で
あ
る
カ
ル
カ
ッ
タ

･
日
本
航
路
同
盟
に
於
い
て
も
'
大
髄
に
右
と
同
じ
頚
異
を
と
っ

て
ゐ
る
｡
箪
初
'
カ
ル
カ
ッ
タ
･
ラ
ン
グ
ー
ン
･
海
峡
梅
民
響

支
那
･
日
本
間
航
路
は
仝
-
イ
ギ
リ
ス
軍

票
A
p
car
と

Ind
.･Ch
ina

の
繭
聾

の
猫
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
'

1
九

二

年
に
至
っ
て
日
本
郵
船
が
割
込
を
開
始
し
て
以
来
'

日
英
内
園
の
激
し
い

競
年
下
に
置
か
れ
た
D
併
し
t
JJ
こ
で
も
日
本
船
は
著
し
い
躍
進
を

不
し
た
.
滞

一
次
世
界
大
戦
に
入
っ
て
疲
弊
し
た
イ
ギ
リ
ス
側

第 11表 カル カッタ ･日本定期航F圭,Wr711埋り

年 航 柁 敗

器 冨晶晶成 惜 謂 冒

nl7

ワ｣

ウJ

EY.

36

船 主

r

大 阪 商 糖 (日); 12

BTltlSh･Indユa(英); 36

IndoIChina (莱)r 36

支
那
航
域
に
於
け
る
日
英
婚

二

表

の

如
-
で
あ
る
G

JJ
の
場
合
F.

カ

ル
カ
ッ
タ
か
ら
日
本
へ

の

主

要

積

荷

が
鏡
銭
･黄

新

二
フ
ッ
ク
で
あ
っ
て
､
就
中

.
銭
頚
輪
遠
が
日
本
綻
洩
輸
入
聯
合
骨
の
支
持
を
受
け
て
ゐ

,･=

る
こ
と

は
注
目
に

伍
す
る
｡

序
に
'
日
本

･
印
度
定
期
航
路
重
機
に
於
け
る
日
英
踊
閥
舷
の
近
年
就
航
量
を
巷
考
ま
で

′

に
掲
げ
る
に
'
第

1
二
義
の
如
く
日
本
船
が
著
し
く
優
位
に
あ
る
｡

東
洋
の
他
の
定
期
航
路
の
う
ち
'
日
英
給
の
競
争
を
見
る
場
合
'
問
題
と
な
る
の
は
売
づ

∫

凍
洲

･
日
本
航
路
で
あ
る
.
同
航
路
は

l
八
七
二
年

E
a
stern
a
n
d
A
u
s
tr
a
t
1an
Lineに
よ

っ
て
創
設
さ
れ
'
蘭
釆
永
く
同
社
の
猫
占
の
下
に
あ
つ
た
が
'

1
八
九
六
年
八
月
二
六
日
'

第

二
審

七
〇
七

第

三
妨

一
五

一

1) ImperialShippingCommltlee.pHl.:大敵商船諾,111頁 ;大阪商船株
式合/#五十 年 虫.帽9.293-296頁0

2) ImperialShlpPlngCommlttee,pG:i,至34,大阪商船諸,110-112頁｡



第 12表 E]本 ･印度I,記斯航路配耕国籍別日

~I-~~~=~ ~ ~ ｢

支
那
航
城
に
於
け
る
日
英
船

第

二
啓

七
〇
八

第

三
新

一
五
二

]絶 叫 射 線 噸

∴ -.三三二日 喜荒 三

275,064174.2.的 534il25.8I370,598

第 13表 日本 ･畝 ,T.E定期航路配船国飛別2)

~~~-~… ~ 一 丁 ~- I- 1

72,489

81,310

770.16,672123.0

60,4321743:2());78r25.7

~ :I--:~

J

一一∴ ~ ニ ーい ∴ ∴ ;･:-

日
本

郵
船
が
日

本
逓
信

省
よ
り
特
定
助

成
航
路
と
し
て
の
指
定
を
受
け
同
年

]

〇
月
そ
の
開
坑
を
名
し
て
よ

･1
.
イ
ギ

リ
ス
賠
JJ
の
間
に
激
し
い
競
竿
が
つ
づ

い
た
C
付
し
神
性
邦
大
戦
に
･･i
つ
.iJJL-,i:

rTニ
ー
lさ
LJ1
ノヽ

に人
代
襲
座
し
六

日

ネ

葡

*

立

案

位

.
辛

毛

･
疎
石

･
小
変
等
の
主
要
原
料
を
輸

入
す
る
同
航
路
の
探
究
を
圏
-
､

1
九

二
ハ
年

1
0
月
に
は
'
大
阪
商
船
を
し

て
'

1
九
二
二
年

1
0
月
に
は
旦
投
線

(川
崎
汽
船
･
圃
際
汽
船
･山
下
汽
鮒
の
共
同

野
皆
)
を
し
て
配
船
せ
し
め
た
D

そ
し
て
そ
の
後
は
漸
次
イ
ギ
リ
ス
船
を
撃
退
し
た
｡
こ
れ
を
超
-
撮
近

完

三
八
年
七
月
成
立
の

同
明
窺

約
に
見
る
も
'
そ
の
梗
取
此
率
は
イ
ギ
-
ス
例
二
÷

五
%
に
封
し
て
日
本
側
は
七
七
･五
%
を
示
し
て
ゐ
る
U
因
み
に
,
本

定
期
航
路
配
給
量
を
国
籍
別
に
見
れ
ば
第

1
三
菱
の
如
-
で
あ
る
｡

Ljl
畦

･
日
本
定
期
航
路
も
日
本
産
柴
に
と
っ
て
極
め
て
軍
重
な
東
洋
航
路
の

三

で
あ
る
が
,
こ
れ
は
日
本
船
と
オ
ラ
ン
ダ
船
と

の
狗
古
に
係
-
'
イ
ギ
リ
ス
船
に
は
殆
ん
ど
関
係
が
な
い
.
従
っ
て
t
JJ
こ
で
は
言
及
を
差
韓

へ
り㌫

'
た
だ
'
多
年
に
亘
る
蘭
印

I) 日本郵船,弥運及好滞調査,昭9,10,ll,12,各 ~r'L中期版｡,
) EZ本郵軌 範避及経新調査, lrE9,10,ll,12.各 lごとil朔版C

3) 日本郵船五十年史, 151頁 :大阪商用汁五十年敷,.～S S-･336頁 Imperial
ShlpplngCommlttee,P85-87I:村沢商船謹,IL.トノ115頁o
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I

I

雷

t
I

1

-

I
..1
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l
t

亨

.車

と

並
び
に
オ
ラ
ン
ダ
本
国
政
府
の
強
力
な
支
持
に
も
拘
ら
ず
'

7
九
三
四

二
二
五
年
の
日
蘭
梅
道
禽
商
に
於
け
る
重
要
議
題
が
オ
ラ
ン

ダ
側
の
準
王
Ja
va･C
h
ln
a･J
ap
a
n
･･IJine
に
ブ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
三

1
%
を
許
す
か
'
ど
う
か
と
言
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
程
'
左
様
に
日
杏

船
の
進
出
が
目
覚
し
い
JJ
と
を
述
べ
て
置
-
｡

席
末

･
日
本
間
の
貿
易
も
大
部
分
は
日
本
船
の
迂
遠
に
係
る
と
こ
ろ
で
∵
イ
ギ
-
ス
棺
の
積
塀
は
極
め
て
少
5..
こ
の
方
面
の
主

要
船
積
墳
物
が
錦
石
と
ゴ
ム
で
あ
っ
て
'
そ
の
輸
蓮
が
前
者
は
石
原
産
業

へ

後

者
は
二
重

物
産
の
胎
舶
に
依
る
と
と
は
周
知
の
如
-

で
あ
る
｡
な
喝

イ
ギ
リ
ス
帝
国
海
道
委
員
骨
は
係
印

･
タ
イ

･
此
島

･
日
本
貿
易
も
そ
の
殆
ん
ど
各
部
が
日
本
船
に
よ
っ
て
行
は

わ

れ
る
LJ
報
せ
し
て
ゐ
h
Q

｡

我
々

佐
世
鼎
恐
悦
後

の
鳳

蔦

葛
安
に
乗

っ
て
ゐ
る
日
本
船
を

忘

れ
て
は

な

ら

な

い
し
'
ヰ差

､

日

本

海

月

生

酒
水

準

の
低
位
が
日
本

海
道

進
出
の
基
木
要
因
で
あ
る
JJ
と
Jb=j知
っ
て
ゐ
る
｡
併
し
乍
ら
'
よ
り
本
質
的
な
も
の
と
し
て
日
本
海
蓮
が
自
国
の
基
本
産
米
と

緊
密
な
聯
崇
を
と
っ
て
必
死
の
開
拓
を
篤
し
っ
1
あ
る
立
場
を
考

へ
な
-
て
は
な
ら
ぬ
O
第
二
型
の
日
本
海
道
が
産
柴
資
本
JL捉
携

し
て
生
命
線
と
悼
む
と
こ
ろ
の
東
洋
評
航
路
は
第
三
型
の
イ
ギ
リ
ス
涼
堰
に
Ju
つ
て
そ
れ
程
に
重
要
で
は
な
い
と
言
ふ
両
国
間
の
立

場
の
相
違
が
日
本
船
の
イ
ギ
リ
ス
糖
に
封
す
る

傑
位
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
｡

｢
日
本
貿
易
商
は
輸
入

に
雷
つ
て
は
硯
地
買
付
ま
た
は
-
･
o

･b
製
綿
の
取
組
を
召
し
.
輸
出
に
嘗
つ
て
は

C
･五
･-
契
約
を
掻
ぶ
JJ
と
に
よ
っ
て
常
に
白

国
の
船
舶
に
使
先
的
に
貨
物
を
積
込
む
｡
こ
こ
で
は
貿
易
商
と
銀
行
と
船
主
と
は
仲
間
同
法
で
あ
る
o
IJ
れ
に
反
し
て
'
イ
ギ
リ
ス

支
那
航
城
に
於
り
る
日
英
舶

第

二
塔

七
〇
九

第

三
脱

一五

三

1)2) rmperlalShlPpingCommltヒ̀∋e,p2:～,'L!4ff.=大阪商船鼠 30,47頁
以下C.



支部航域に於げろ日英糖

19割l 鎚
iイギl)ス鮒r 76.7

l

･日 本 朋7 7.1

] a/a
イ考.)ス於【 33,04

6≦),iJ ei4970 65筈
r

)

(6 9b 9b
34.LI与 31.84 30.26

日 本 船 と 11.90 ` 5∠rJi 1̀.72 644

1913～14.ユ924.･′:⊇5 192⊆)～ョo :1934～35

ojb
30.08

DとJ a/ら

撃一巻七JD弟三流l五四

商人は遠-木園にあって'電話のT端に屋して取引するにとどまる｡
貿易簡JJ銀行と軍王は相吾誌たる顧客であって,『嘩梓の自由』を準レて賢あ商は常に紛結kJ髭外壁-さといふ上蓋の相違皇芸たく

∵.･,-LIL,.-;;

*･LIや工は棲め聖.三速-,:.Tl-Jノ31 ,1rr--=1｣′.て避林的な東洋貿易航路に閲してt-つて,蒜既約に於いては琴壷の日本堤蓮は'ワでの屡史的立場の故に'到底第三型のイギリス海道に太刀打出罪るものではない｡巷考のために'英領印字蘭館印字泰を出入する

船舶噸教の固持別割ム呂7てれぞれ第品挙りして掲げて置-o

たほ'本部は記明3倍宜上'辛として定期船について叙述したが･
日本不定期船の東洋航路の店勤については･日本迩蓬集合朗調査｢本

邦如外船配船状況調｣等を巷柑岩りたい◇

≡＼
支
部
航
域
に
於
け
る
日
英
胎

以
上
の
序
論
を
了
へ
て
警

支
部
航
域
に
堅

-

本
論
に
入
る
が
,
こ
JJ
で
･
第

嘉

に
留
保
し
た
支
部
航
道
の
性
格
に
つ
い
て

簡
単
に
述
べ
て
置
き
た
い
｡

1)ImperiaZShipplngCommittee,p
99ff
.
大阪商船瓢12',8
克以下｡2
)StatlStlCalAbstractforBrltlShlndia各年版より作成0

4)Stat】stlCalYearBookoftheKlngdomofSiam,A
lLrlZ:LL̀a】Statement

II
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.
,･[
/A
.･
1
-

ト
･-1
㍉-

日日
1

三

L
,

､H
H

H
H
l着

1
一I

II

,

首
-
か
ら
自
足
鰻
嬢
で
通
っ
て
来
た
支
那
は
､
外
観
貿
易
に
封
し
て
は
'
終
始
栴
檀

的

受
動

的

快

慶

を
と

-

'

そ

れ

を

｢
朝
貢
貿

易
｣
と
耕
し
て
ゐ
た
｡
従

っ
て
'
外
囲

へ
通
す
る
支
那
糖
は
脅
輿
海
禁
な
ど
に
よ
っ
て
著
し
-
矧
隠
さ
れ
て
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ

た
｡
問
題
に
Jは
-
得
た
の
は
高

々
内
陸
的
な
円
河
滑
岸
聾
打
殺
だ
け
で
あ
っ
た
が
t
JJ
の
内
陣
的
航
遇
の
薫
り
方
も
所
詮
そ
れ
白
髄

を
確
保
出
奔
な
か
っ
た
.
阿
片
我
等
に
よ
る
開
園
以
水
､
損
道
に
積
極
性
を
有
す
る
諸
外
聞
の
た
め
に
相
次
い
で
内
河
粁
岸
航
行
碑

を
侵
略
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
.
併
し
'
こ
の
場
合
に
も
'
坑
道
に
白

三
陸
を
快
-
支
那
は
'
外
国
船
の
来
航
ま
た
は
周
航
を
寧
ろ
歓

迎
し
た
｡
外
国
船
は
薦
政
者
に
甘
H大
山は
開
税
収
入
を
も
た
ら
す
ぽ
か
り
で
な
く

油
岸
を
荒
す
海
賊
船
に
比
べ
て
漁
に
信
用
が
あ
-

ま
た
支
那
海
峡
胎
h
l印

へ
て
呉
れ
る
か
ら
で
あ
る
.
(こ
れ
は
丁
度
外
空
間
人
が
貿
易
決
済
の
た
め
に
開
溝
菅

ト
も
た
ら
し
iJ
張
箆
が
､
EE
仕
･

に

ワ

シ

ン
ト
ン

合

議

で
紺

祝
自
主

牌
を

算
渡
し
て
以
帝
は
.
落
ん
に
内
河
Ef
を
航
行
博
打

回
収
を
計
っ
た
G
併
し
.
蔵
置
が
立
直

る

の

は
革
に
海
運
だ
け
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
｡
国
民
控
塀
が
も
つ
頑
固
な
自
足
的
消
極
性
と
'
船
舶
を
不
雷
に
徴
驚
し
て
航
速
の
覆

連
を
準

え
ず
開
音
す
る
軍
閥
と
'
支
部
随

l
の
愉
糖
詔
商
局
の
腐
敗
が
雅
邦
に
肯
げ
る
企
業
経
営
の
伏
魔
殿
式
乱
脈
性
等
Q:.
要
す

る
に
'
支
那
園
民
経
済
の
近
代
産
業
的
展
開
に
問
題
を
概
し
て
ゐ
た
｡
た
と
へ
'
叶
圃
よ
り
内
河
冊
岸
航
行
樺
を
回
収
し
た
と
す
る

も
'
回
収
後
に
外
国
船
に
取
っ
て
代
る
だ
け
の
十
分
な
船
腹
を
白
身
で
手
苦
し
得
な
い
支
那
で
あ
っ
た
｡

か
-
し
て
'
最
近
に
至
る

ま
で
.
外
囲
航
域
並
び
に
対
外
航
路
は
勿
論
の
こ
と
?
E
:河
沿
岸
航
路
に
於
い
て
も
妄

郵
船
は
外
国
船
よ
-
連
に
低
位
に
雷
か
さ
れ

た

C

よ り作成｡
1) 馬鹿鍬大部,支那経潜地神=ほ.,一変過重飾,大1Z,246-7頁0
2) F.F.A.,Fore]gnSnlppUlだ m ChlneSeWaters.ChlneSeEconomi c

も

iFJ那
航
域
に
於
け
る
日
英
舶

第
二
潜

七

二

第

三
挑

1
五
五



支
那
航
域
に
於
け
る
日
英
船

第
二
審

七

】
〓

第

三
批

1
五
六

さ

て
'
こ
の
や
う
な
性
格

(弟

一
聖

を
有
す
る
支
部
梅
道
に
封
し
て
'
外
国
船
-

第
二
型
の
日
本
船
と
弟
二
重

の
イ
ギ
リ
ス
船

∫
-

が
如
何
な
る
態
勢
を
と
っ
て
ゐ
る
か
'
こ
れ
が
本
稿
考
察
の
中
心
問
題
で
あ
る
が
､

こ
こ
で
概
布
的
上皇
ulを
す
れ
ば
､
｢
支
部

に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
海
道
の
勢
力
は
終
糖
感
吟
て
張
′-＼

常
に
隣
邦
日
本
港
蓮
の
前
面
に
出
て
ゐ
る
｡
｣

支
那
艦
域
に
於
け
る
軌
樺
が
与
-
か
ら
T
hj｢
=
′
ス
の
支
配
下
に
届
か
れ
た
こ
と
は
'
搬

上

の

東
洋
航

城

山
甲

こ
華

ノ:

L

LJ
ろ

は
た

か

っ

た

G
そ
し

rt
,ま
た

r.
他
の
東
洋
航
也
と
閉
じ

.＼

ヱ

霊

的
は

^

J,こ
しふ
い.L
i
.桝
に
か
い
T-

イ
l

Lt･
リ

ス
舶

-
J角
遂

し
た

｡

馬
附
僚
約

に
よ
.つ
て
安

部
門
内
沿
岸
航
行
軒
を
獲
得
す
る
や
'
与
太

に

支
那
蹴
破
に
湛
逓
勢
力
を
耗
桔
し
如
め
た
.
明
準

二
(∪年
二
三

年
'

大
阪
南
胎

･
大
東
汽
折
に
長
江
航
路
補
助
を
輿

へ
て
以
葬
'
日
本
逓
信
省
は
引
続
き
支
郡
内
河
粁
苧

紅
航
行
す
る
日
本
軍

kJ支
接
し

た
｡
こ
れ
が
漸
次
イ
ギ
リ
ス
海
道
の
在
支
既
得
梧
益
に
封
す
る
侵
食
を
苦
味
し
た
こ
と
言
ふ
ヰ
(lP
も
た
い
｡
け
れ
ど
も
'
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
'
イ
ギ
リ
ス
海
運
の
牙
城
は
堅
く

第

1
攻
世
界
i(
社
中
と
経
も
僕
勢
を
持
ち
つ
づ
け
'
そ
の
後
に
於
い
て
も
且

や
海
道
を

常
に
相
雷
の
距
離
に
於
い
て
引
離
し
て
ゐ
る
.
(罪
-
五
表
参
照
)

部
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責
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風
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懇

苛
聾

者
嘗

量
感
噂

盲耳

卸
に
日
氷
海
漣
は
イ
ギ
具

し栂
道
を
琴

揮
航
域
で
黄
も
白
園
に
近
接
す
る
支
部
航
域
に
於
い
て
凌
駕
す
る
こ
と
が
仰
罪

太
い

の
か
｡
先
づ
馨
ぐ
ら
れ
る
半
田
は
朔
日
で
あ
る
｡
F
T,I.1･Tr

1
九
二
五
年
lfLl塑
串
件

･
1
九
二
七
年
山
東
出
兵

二

九
二
八
年
額

甫
事
件
等
に
於
け
る
排
日
は
DI
本
の
在
支
耽
総
計
轟

壊
し
､

f
九
三

1
年
の
浦
洲
亭
礎

･
翌
年
の
上
拓
等
壁
に
至
っ
て
は
特
に
こ
れ

が
著
し
-
'
支
部
は
灰
封
に
日
本
船
を
軍

三

･三Cr,LJ
と
に
よ
っ
て
航
琴

だ
伸
長
し
た
o
こ
れ
に
封
L
t
イ
ギ
リ
ス
船
は

1
九
二
五
年

の
五
升
事
件

･
沙
基
事
件
'

T
九
二
六
年
の
雷
堅
胡
件
に
田
ろ
和
浩
を
別
と
す
れ
ば
'
そ
の
稗
は
言
ふ
に
足
る
妨
帯
に
遭
は
す
､
帝

7
五
表
の
示
す
や
う
な
順
調
な
費
達
を
辿
っ
て
ゐ
bQ.0

回
よ
-
雷

々
は
社
合
的

･
政
治
的
理
由
な
る
が
故
に
排
日
を
鮮
稗
す
る
も
の
で
は
な
い
o
或
る
意
味
で
支
部
で
は
寧
ろ
敢
骨
的

･

政
治
甲
誓
IL3
も
re
が
碑
も
犬
ぎ
た
役
割
三
三
三
七
0
冊i
.ITp.(

本
桐
筒
三

即
に
況
掴
し
だ
瀬
揮
坑
城
TjL群
衆
は
い
づ
れ
も
茄
t,7m7
-
･･殊

rJ
が

-

[;.ば
漣

に

∵
｢

r,
l
こ

こ

解
梓
益
で
あ
る
｡

第

7
六
表
は
横
益
と
坑
道
と
が
如
何
に
緊
持
た
関
係
宜

lF
す
る
か
を
語
る
O
北
丈
に
於
い
て
は
日
本
糖
の
勢
力
を
'
中
南
文
に
於

い
て
は
イ
ギ
リ
ス
鰭
の
支
配
を
知
る
G

)̂
の
撃
廿
'
尻
に
支
部
会
闇
を
植
民
地
化
し
て
ゐ
る
イ
ギ
リ
ス
は
重
安
を
通
計
し
て
日
本
紙

よ
り
連
に
摸
位
に
あ
る
o

イ
ギ
リ
ス
糖
が
支
那
航
域
で
摩
位
を
1ilめ
る
第
三
の
.
し
か
も
最
,?
根
本
的
な
理
由
は
､
本
稿
第

一
節
で
述
べ
た
開
園
海
道
考
慮

支
那
航
城
に
於
げ
ろ
日
英
拙

第
二
審

七
1
三

第

三
班

一
五
七

排 日と促進l:関しては,満ち左.拭 衆 掛矢経済相 交連釦(欄餓調苛質料84編 ):

日清汽船株式骨祉三Ir一年度∠タJ追絡 Il引6･･日清汽船 ･格子江航連 にjM 'せ

る障諾 こ稲城 ･支那に於は ≡列国の擬蓮勢力 (満城調査資料11蛸 )符o
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支
那
航
城
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於
り
る
LE
実
射
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舞

二
鐙

七

Z
四

第

三
比

二

九

八

段
階
の
相
違
で
あ
る
｡
日
本
涼
道
は
白
国
禁

某
と
韓
接
な
関
係
生

月
す
る
航

路
～

-
従
っ
て

旦

笛

心

の
外
観
航
甲

-

を

主
た
る
海
外
活
動
領
域
と
す
IO
に
射
し
て
'
イ
ギ
リ
ス
海
進

は
jJ
の
段
階
真

也
え

｢
海
洋
の
自
由
｣

笠

東

す
る
照

亡
担
際
性
に
富
み
､
琴

二
組
間
航
路

に
も
そ
の
賢

人
を
ihJl
侶
し
て
を

｡
0
,J
れ
は
支
部
航
城
に
も
繁
り
は
な
h
o
i

,T{
U

.
し

∵
∴

J
i.-
∫

.=
･.:
･-･･

:･.
I
r
.
I:I
.内

-
.j
r
_I_
I
,

r:,
･L

T.[前

..I;∵
ト

∴

陪
航
隼

tJ
黙
ら
さ
る

l
般
外
囲
航
路
に
分
つ
て
乱
ス
長

;.
先
づ
日
夏
問
航
路
に
於
け
る
日
本

治
rEn71
･
地
箆
的
馳
軍

か
ら
で
も
あ
る
が
､
支
部
と
の
貿
易
を
重
視
し
て
早
-
か
ら
日
支
間
航

野

蒜

託
し
'
そ
の
後
呼

hJ
イ
ギ
-
ス
野

tI･,駆
逐
し
て
今
日
の
琵

琶

見
て
ゐ
る
｡
日
文
貿

易
の
多
-
が
支
部
を
タ
ア
ミ
ナ
ル
と
し
な
い
寄
航
船
に
よ
っ
て
行
ば
れ
て
わ
る
関
係
上
,

一

般
の
出
入
港
船
舶
統
計
か
ら
こ
れ
を
十
分
に
知
り
難
い
が
'
日
支
間
定
期
航
路
に
限
っ
て
見

る
と
き
･
日
･芸

道
の
僚
勢
は
絡
封
的
で
告

md)0
し
か
る
に
･
同
じ
外
囲
航
路
で
も
豊

転

航
路
什
讐

般
外
囲
航
路
に
つ
い
て
見
る
と
き
､
イ
ギ
-
ス
船
は
常
に
D]
本
柵
を
凌
駕
し
て

居
｡
.
内
観
航
路
に
亘
っ
て
は
そ
の
倖
仕
竺

暦
甚
だ
し
い
｡
第

一
七
表
が
JJ
の
問
の
事
情

～

を
よ
く
語
っ
て
ゐ
る
｡
こ
の
表
で
特
に
興
味
の
あ
る
の
は
'
外
国
航
路

･
内
園
航
路
と
も
に

日
本
舵
の
イ
ギ
リ
ス
船
よ
り
劣
勢
で
あ
る
定
食
が
特
に
内
観
航
路
に
A
,い
て
著
し
い
こ
.U
で

古川苧次郎 ,中圃に於 ける軍国CD取運 努か 掠違 175批
ここでは凍 計を省 くO日本郵船 ･海道 及躍新 調査,n7=dlニ̀(下 ) 79̀1頁,その
他の統計参照O



第 17蓑:!･:抑 寄港出入贈舶航路別1) (1932年)

外 国 航 路 内 国 航 路
____i__J_一一-

支
那
航
城
に
於
げ
ろ
日
英
船

昇

二
巻

七

7
五

第
三
軟

1
五
九

イ ギ ]) ス 丹臣

日 本 牌

支 那 贈

G=

mr=
.I

スリ

本

那

ギイ

日

支
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､
l JTE領 r
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合 計

-

∴ ∴
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嘉

航
城
に
於
け
る
長

船

竺

啓

七
二
ハ

第
三
新

二
ハ
C
)

ぁ
る
｡
円
農

路
の
う
ち
特

墨

筆

叢

話

讐

つ
い
て
は
･
雷

の
都
壬

,

蓋

去

略

す
る
が
･
こ

れ
は
,
晶

汽
析
株

書

聖

十
芸

及

退
職
.
Im
p

n･ia]
S
h
ip
p
irtg
C
.
-

=tLce･B
l
1-

S
言
plrl,i
i.･
tlle
O
r1Cn
t
P

描
艶
天
故
事
掃
析
調
査
課
,

北
支
部
粒
形
事
情

(
拙

文
粁
準
:iT･料

第
四
稗
)
そ
の
他
を
奉
肘
…さ
れ
た
い

D

m
i
∴

書

等

詫

言

荊

附
拙
-

い
て
イ
}｢
り
品

i=･r=
蒜

11
iS
霊

冨

11･
目
蓋

道
の
伸
展
が
雷

で
た
い
の
は
二

つ

･

､

･
･

･

･

∴

･

.
I

ま
た
.
日
英
梅
道
教
展
段
階

の
相
違
に
つ
い
て
も
考

へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
o
等
し
-
嘉

航
撃

と
言
ふ
も
･
是

を
タ
7
,,/
ナ
ル
と

す
る
外
農

路
に
於
い
て
は
､

芸

禦

漂

的
に
賃

で
-

に
反
し
,
そ
の
他
の
封
外
題

芸

い
て
は
是

於
は
不
警

あ

る
O
こ
れ
は
､
是

梅
道
の
現
在
の
貰

段
階
の
警

し
め
て
-

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
･
.,1"B
は
蛋

三
国
間
航
路
に
基

し
い
嘉

内
･=
;=
岸
藍

に
は
是

蓋

は
未
だ
十
分
伸
び
得
た
い
の
で
あ
る
｡
勿
論
･
そ
こ
に
荒

さ
れ
た
墓

碑
書

芸

商
船
の
宿
勤

悪

め
つ
1

あ
る
け
れ
ど
も
､
是

革

不
要

宣

布
票

か
ら
す
れ
ば
支
諾

漂

路
は
別
語

箆

に
近
い
｡
こ
の
領
域
宗

け
る
航
淫

是

雷

と
つ
て
は
封
蛋

為
朝
助
の
た
悪

霊

と
い
ふ
よ
り
も
,
｢
寝
返
の
た
め
の
梅
浬

で
あ
-
･

警

-

支

雷

門
誉

京

の
就
学

あ
る
O

し
か
る
に
三

悪

の
た
芸

窪

｣

に
禁

て
は
･

是

窪

は
-

イ
ギ
リ

ス
豊

還

-
及
ば
な
い
｡
根
本
的
に
は
蓑

墓

の
低
位
･
差

違

的
に
は
砦

啓

の
若

品

け
ら
れ
,
是

梅
慧

大
に
票

造

っ

た
･U
は
言

へ
'
そ
の
登

段
階
は
'
謂
は
ゆ
る
第
二
型
の
典
型
冨

る
｡
と
こ
ろ
が
･
イ
ギ
リ
ス
は
第
二
讐

警

て
警

型
で
あ

-
JJ
J
p
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可
1

..

る
｡
最
近
イ
ギ
リ
ス
海
道
は
t

l
つ
に
は
放
満
の
在
遥
補
助
を
請
願
す
る
た
め
の
宣
博
か
ら
で
も
あ
る
が
'

一
般
的
凋
蒲
を
侍

へ
ら

れ
､
特
に
東
洋
諸
斑
路
に
於
い
て
は
日
本
海
堪
の
た
め
に
後
退
を
僚
領
な
-
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
報
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
.
併
し
'
そ
れ
は

決
し
て
イ
ギ
リ
ス
海
退
の
全
面
的
後
退
ま
た
は
日
本
湛
道
の
登
面
的
前
進
を
意
暁
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
日
本
湛
道
が
前
進
し
た
の

は
'
主
と
し
て
日
本
基
本
崖
芸
に
と
っ
て
本
質
的
で
李

Q
貿
払
航
路
で
あ
っ
て
'
そ
れ
を
超
え
て
の
外
国
間
航
路
に
於
い
て
は
イ
ギ

リ
ス
磁
道
の
勢
力
は
披
-
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
有
っ
て
ゐ
る
.
従
っ
て
､
日
英
海
退
の
勢
力
関
係
に
関
す
る
隈
-
'
支
那
航
域
は
決

し
て
東
洋
離
域

l
戯
ま
た
は
世
牲
鴻
遥
市
場
か
ら
の
例
外
で
も
何
ん
で
も
た
い
C
た

だ

'

一
般
の
航
域
が
夫

々
の
園
に
よ
っ
て
津
律

的
忙
内
河
滑
岸
航
海
を
制
限
禁
止
し
て
ゐ
る
に
警

レ
て
'
支
那
で
は
阿
片
栽
率
以
凍
'

内
河
滑
津
航
行
槽
を
墳
失
し
て
､
外
囲
冊
に

航

行

の

日
出
だ

許

し

て
ね
る

u
I
,

ふ

朋
漣
が
ノブ

㌔
労
し
.
栽
止
し∴し
て
は
こ

の
網
道
の
故
に
却
っ
て
日
英
嬢
選
の
勢
力
関
係

"
接

"～,(_i:,TL
.･'･
T
'
∵
L

T,ー
∴
-

･‥
.

二
.T
4
･ir
∴
,lI'
PJ
.

(
P･∵
∴

.∴

ト
,
･.
LIm

i
.LJ'
p-.
｢-∴
∴'･∵
'/.
∵

三
1

.‥

.

も

っ
と
も

､

さ

う

は
言

へ

'

我

々

は

支

那

航

城

を

ば

外

国

船

に

と

っ
て

特

攻

抗

の

水

城

と
見

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
｡
最
近
'
支
部

に
強
ま
っ
て
釆
た
囲
民
的
白
意
識
重
た
は
政
策
の
主
健
性
は
'
世
鼎
恐
慌
前
後
よ
-
起

っ
た
支
那
産
業
建
設
蓮
勤
に
副
ふ
て
'
幾
多

の
斬
新
な
坑
道
振
興
法
規
の
制
定
を
見
て
ゐ
る
｡
封
外
的
に
は
､

l
九
二
九
年
国
民
賞
中
央
政
治
合
議

l
九
≡

年
上
港
汎
太
平

洋
曾
議

二

九
三
四
年
南
京
航
収
骨
議
に
三

品

河
盟

読

行
桔
詠
の
回
恨
退
勤
と

た
っ
て
ゐ
る
o
支
那
航
進
発
の
痛
で
あ
る
招
商

局
の
改
組
に
も
着
手
を
見
て
ゐ
る
｡
昔
時
'
世
界
的
風
潮
で
あ
っ
た
産
業
令
理
化
の
た
め
の
カ
ル
テ
ル
運
動
も
支
那
航
業
に
抹
入
れ

ni

ら
れ
て
ゐ
る
.
か
-
て
'最
近
の
支
郡
就
韻
は
決
し
て
奇
日
の
そ
れ
で
は
な
-
'外
囲
商
船
も
単
な
る
碓
燕
の
態
匿
で
も
つ
て
支
那
航

域
に
臨
み
得
た
-
な
っ
て
乗
た
｡
希

1
型
の
支
部
航
連
票
が
六
第
に
第

l
型
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
骨
じ
な
-
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
o

支
那
航
城
に
於
け
る
口
共
助

第
二
審

七

一
七

第
三
㍍

二

八

1

1)2.'l｡nCsh岩ePvhllcae-,Hlu9a37(.票 数 諾 11∈L'sPostaland OtherCommunlCa~



/

支
那
航
域
に
於
け
る
日
英
舶

第
二
懸

七
一
八

第

三
配

〓
ハ二

従
っ
て
ク
ラ
ー
ク
の
言
hを
も
つ
て
す
れ
ば

｢
今
や
支
那
坑
道
の
問
題
は
支
那
に
於
け
る
外
国
船
間

の
角
逐
の
罪

過
よ

-
も
'
外
国
船

全
鰻
に
射
し
て
挑
む
支
那
筋
道
光
の
攻
勢
に
あ
る
｡
｣

こ
の
意
味
に
於
い
て
'
碇
に
'
本
稿
の
主
題
の
如
き
も
､
稚
衆
と
は
可
成
り

見
方

を
礎

へ
る
必
要
に
泊
ら
れ
て
お
る
三

三

.
る
の
で
あ
る
が
､
支
部
等
堅

剛
に
関
す
る
的
-
'
玄
郷
に
は
新
し
い
健

全
た
芽
は
離

し
つ
つ
'
な
は
外
国
船
の
支
配
下
に
あ
っ
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1) G,Clar近,EconomicRIValrleSinChina,1932,p.41


