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不
定
期
般
衰
頚
の
諸
原
因
に
闘
す
る

基
本
的
考
察

佐

dゴと，
日

千

波

1ま

が

し

き

ヨ

l
p
ヅ
バ
大
戦
前
後
よ
り
今
日
ま
で
の
世
界
海
運
市
場
に
於
て
一
つ
の
大
き
な
韓
化
が
起
っ
て
来
て
ゐ
る
。

成
る
人
た
ち
は
}
近
年
の
海
沼
恐
怖
公
務
部
起
す
中
一
喪
服
悶
ぞ
乙
の
判
明
化
じ
求
め
て
ゐ
る
。
確
に
、
こ
の
鈍
化
は
、

海
道
恐
慌
の
み
な
ら
中
綿
べ
て
の
海
運
事
象
の
根
祇
を
流
れ
多
か
れ
少
か
れ
そ
の
形
成
に
参
興
す
る
重
要
な
意
味

を
も
っ
一
つ
の
傾
向
で
め
る
。
従
っ
て
、
吾
L
f

は
こ
の
掛
型
化
を
看
過
し
て
は
今
日
の
海
運
現
象
の
い
づ
れ
を
も
充

分
に
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
ら
ば
、
ぞ
れ
は
如
何
な
る
種
化
で
あ
る
か
。
「
不
定
期
舶
の
衰
額
」

こ
れ
で
あ
る
と
答
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

周
知
の
や
う
に
、
海
上
運
迭
に
従
事
す
る
加
舶
は
、
航
路
の
定
期
不
定
期
の
匝
別
か
ら
し
て
、
定
期
舶
と
不
定

期
舶
と
の
こ
つ
に
分
た
れ
る
。
こ
の
定
期
舶
と
不
定
期
舶
を
の
直
別
は
、
肢
に
古
〈
よ
り
援
生
せ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
ま
た
今
日
に
於
て
も
海
上
運
誌
に
あ
っ
て
最
も
大
き
な
分
業
の
一
つ
を
構
成
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、
未
定
期

舶
と
躍
も
、
以
下
遮
ベ
る
や
う
に
、
七
と
ひ
衰
頬
の
傾
向
を
辿
り
つ
〉
あ
る
と
は
い
へ
、
今
日
、
定
期
舶
と
相
並

不
定
期
締
衰
頑
の
諸
原
因
に
関
す
る
基
本
的
考
察

第
四
時
踊

第
三
十
九
巻

五
三
一

七
五

F. StapeJfeld， S白 frachr，enmarkt，S. 7・鵬首曜、海道運賃市場、ー三頁s



不
定
期
般
衰
複
の
諸
原
因
に
闘
す
畠
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

五
三
二

第
四
就

七
六

ん
で
海
上
運
迭
に
大
き
な
役
割
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
七
、
大
き
な
役
割
を
な
し
て
ゐ
れ
ば
こ
そ
、
ぞ
れ

の
消
長
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。

「
不
定
期
舶
は
衰
頭
に
向
つ
て
ゐ
る
」
と
は
吾
冷
の
屡
ミ
聞
く
言
葉
で
あ
る
。
或
る
人
は
、
定
期
加
航
海
が
世
界

海
上
交
通
仁
於
て
古
め
る
割
合
は
大
戦
前
か
ら
今
日
ま
で
の
問
に
六
十
〆

1
セ
ン
ト
か
ら
八
十
一

.
ρ
I
セ
ν
ト
に

増
加
し
山
。
ー
従
っ
て
、
不
定
期
般
は
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
十
九
メ

1
セ
ン
ト
に
減
退
し
に
こ
と
に
な
る
。
-

T

と
い
ふ
o

ま
に

h

成
る
人
は
、
定
期
舶
L
心
不
定
期
船
と
は
大
戦
前
じ
は
一
一
一
分
約
一
正
一
一
一
分
の
ご
と
の
割
合
で
め
っ

た
が
、
大
戦
後
の
今
日
で
は
四
分
の
三
と
四
分
の
一
と
の
割
合
に
ま
で
襲
っ
て
き
た
と
い
ん
。
併
し
、
吾
冷
は
、

不
幸
に
し
て
、
世
界
商
舶
腹
と
し
て
の
定
期
舶
並
び
に
不
定
期
舶
が
幾
何
の
隻
数
噸
敷
就
航
度
等
を
も
つ
か
に
つ

い
て
は
統
許
数
字
を
有
も
特
な
い
。
海
道
に
つ
い
て
は

ロozu‘
同
町

m
E
R
M

ロ
o
E印
凶
の
包
円
=
ニ

n
p
n
z
s
σ
2
0『

∞
}
回
一
℃
日
】
{
口
問
。
『
門
]
戸
内

C
口
一
円
内
乱
同
一
口

m仏
。
日

の
〉
ロ
=zmw-
河
内
勺

O
『
同
等
の
多
〈
の
統
計
書
や
統
計
報
告
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
定
期
舶
、
不
定
期
船
の
項
目
の
も
と
に
数
字
の
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
を
如
ら
な
い
け
。
何
故
に
さ
う
で
あ
る
か
と
い

へ
ば
、
元
来
、
定
期
舶
と
不
定
期
船
と
は
、
人
の
よ
く
知
る
や
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
典
型
的
な
も
の
に
於
て
は
確
然

だ
る
直
別
が
め
る
け
れ
ど
も
、

一
手
の
船
舶
に
つ
い
て
見
る
に
果
し
て
そ
の
何
れ
に
属
す
る
や
剣
断
に
苦
し
h
u
揚

A
口
一
か
多
い
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
最
近
ま
で
は
不
定
期
舶
と
し
て
A
荷
主
の
貨
物
を
轍
迭
し
て
ゐ
に
舶
舶
も
今

後
よ
り
は
B
定
期
舶
主
に
定
期
傭
舶
せ
ら
れ
て
定
期
舶
と
し
て
就
航
す
る
と
い
ふ
場
合
が
あ
る
合
ま
た
、
反
動
に
、

最
近
ま
で
は
定
期
舶
と
し
て
一
定
航
路
に
従
事
し
て
ゐ
た
舶
舶
も
そ
の
航
路
に
於
け
る
貨
物
出
廻
り
の
閑
散
の
た

S. Helander， Die internationale Sc:hi仔'ahrtskrise u:n【1， ihre '，，，.・~ltwirtschaftliche
Bedeutung， s. 9. 
A. Berglund， Ocean transportation， p. 306. 
最近に、“TheShipping World" 誌が極めて漠黙と定期脚、不定期艇の隻
鼓噸般について統計厳字を示しでゐるが、これは最近盟主ヶ年に関するものに
して、こ、には利用し得ない。〈日本郵般株式曾融、昭和六年下半期、海運及
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め
に
明
日
よ
り
は
不
定
期
加
と
し
て
傭
階
市
場
に
委
を
現
は
す
L
し
い
ふ
場
合
も
あ
り
得
る
。
ま
た
、
或
る
加
舶
が

戎
る
航
海
に
従
事
し
で
ゐ
る
が
、
そ
の
航
海
を
定
期
航
海
と
い
ふ
べ
き
か
ま
た
は
不
定
期
航
海
と
い
ふ
べ
き
か
、

は
っ
き
り
し
た
匝
別
の
つ
か
な
い
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
、
定
期
珊
ま
た
は
不
定
期
加
と
し
て
の
隻
数
噸
敷
就
航

度
等
に
つ
い
て
欺
字
や
統
計
の
存
在
し
な
い
こ
と
は
寧
ろ
嘗
然
で
あ
る
と
言
へ
る
。
そ
れ
故
、
不
定
期
舶
を
衰
預

に
導
く
諸
原
因
セ
考
察
せ
ん
と
す
る
こ
の
稿
に
於
て
、
深
め
、
今
日
の
不
定
期
舶
が
過
去
の
そ
れ
と
比
較
し
て
如

何
な
る
程
度
に
ま
で
衰
頑
を
辿
っ
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
問
題
の
重
要
性
公
明
か
な
ら
し
め
る

上
に
極
め
て
必
要
な
こ
こ
で
あ
り
乍
ら
、
統
計
資
枠
の
な
さ
た
の
に
、

こ
れ
を
な
し
得
な
い
の
で
め
る
。
併
し
、

言 l~
葉 12
で 1m
dう紬
る:うZ
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)
L
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p
ご
H
4
2イン

fLHド
l
r
u
T
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削

u
d
U
Hド
l

z
同
居
、
丸
町

u
f
t
d
C

そ
の
程
度
が
果
し
て
先
き
に
述
べ
に
如
く
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、

と
に
か
く
、

こ
れ

を
も
っ
て
現
貰
の
事
象
と
見
て
諜
り
な
き
ゃ
う
に
考
へ
ら
れ
、
従
っ
て
、

こ
〉
に
於
て
も
こ
の
傾
向
を
事
貫
で
あ

る
と
前
提
し
て
そ
の
傾
向
ぞ
惹
き
起
す
諸
原
因
に
つ
い
て
究
明
し
ゃ
う
・
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
ほ
、
こ
の
問
題
の
考
案
に
営
り
特
に
護
者
の
注
意
を
要
す
る
事
項
が
あ
る
。

ト
こ
の
研
究
は
不
定
期
般
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
不
定
期
加
は
普
通
に
貨
物
の
運
迭
を
も
っ
て
主

要
任
務
と
し
放
客
の
迩
迭
を
な
す
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
。
従
っ
て
、
不
定
期
加
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
の
研
究
は

貨
物
運
誌
に
闘
す
る
も
の
で
あ
っ
て
技
客
運
誌
に
闘
す
る
色
の
で
は
な
い
。

に
こ
の
小
論
は
不
定
期
般
の
表
頑
を
惹
き
起
す
諸
原
因
営
研
究
卦
象
'
と
す
る
。
先
づ
、
不
定
期
舶
の
衰
頬
に
つ

不
定
期
婚
衰
頑
の
諸
原
因
に
摘
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
谷

五
三
三

第
四
競

七
七

経済調査報告、一三三、一三回頁。
s. Ht::lander， a. :l. 0.， S. 9・A.Berglund， OP. cit. p. 306. F. Stapelreld， :1. 
U. 0.， S. 7. E目 s. Gregg， The dec1ine ():f t了山口p shipping， The Quarterly 
Journal of Economics， Vし XL.P・ 338.339 山 F亀三郎氏、大量貨物の移動
と世昇の航路、海運、第八二号!JtJ
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不
定
期
船
衰
頑
の
諸
国
胤
図
に
関
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

第
四
獄

七
i¥. 

五:

四

い
て
Y
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
き
に
述
べ
た
や
う
な
事
情
に
よ
っ
て
統
計
に
よ
り
如
何
な
る
程
度
で
あ
る
か
を
は
っ

き
り
と
一
不
し
得
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
五
日
'
て
か
こ
〉
で
問
題
と
す
る
も
の
は
大
戦
前
後
に
現
は
れ
そ
の
後
引

き
つ
V
A
き
c

起
っ
て
ゐ
る
と
い
は
れ
今
後
も
長
く
継
績
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
へ
ら
れ
る
甜
は
ヲ
趨
勢
的
傾
向
を
も
っ

と
こ
ろ
の
不
定
期
舶
の
表
顕
で
あ
っ
て
、

一
時
的
偶
然
的
な
衰
頑
を
考
慮
す
る
の
で
は
な
い
。
而
し
て
、
師
に
趨

勢
的
傾
向
と
し
て
の
不
定
期
舶
の
ま
刺
子
問
題
と
す
る
限
h
'
i

こ
の
表
頑
ぞ
忍
き
起
す
諸
原
因
を
考
察
寸
る
に
於

「
し
も
、
不
定
刻
舶
の
日
有
川
町
新
動
飢
掛
か
ι
今
後
永
く
奪
ひ
去
ら
ん

2
す
る
い
か
如
き
c
木
質
的
一
般
的
な
原
因
を
取
扱

ふ
の
で
あ
っ
て
、
特
殊
な
園
の
特
殊
な
事
情
が
如
何
に
甚
だ
し
く
不
定
期
舶
念
表
頬
に
導
く
こ
と
が
め
る
と
し
て

も

そ
れ
は
五
円
冷
の
こ
の
考
察
の
劃
象
と
は
な
り
待
な
い
。

例
¥
ば
、

イ
ギ
リ
ノ
ス
の
不
定
期
舶
は
最
逗
に
他
の

諸
外
闘
の
不
定
期
舶
に
比
較
し
て
特
に
非
常
な
窮
拐
に
陥
り
そ
の
数
に
於
て
も
著
し
い
減
迭
を
惇
へ
ら
れ
て
ゐ
る

が
.
併
し
、
吾
ム
ザ
は
、
こ
の
や
う
な
イ
ギ
リ
ス
に
け
に
限
ら
れ
る
事
情
に
つ
い
て
は
嫡
れ
る
必
要
は
な
く
、
す
ペ

て
の
闘
の
有
ら
ゆ
る
不
定
期
舶
に
閲
し
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
一
般
的
に
起
り
つ
包
め
る
衰
頑
傾
向
の
諸
原
因
を

討
究
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
し
て
、
五
日
冷
は
次
に
不
定
期
加
衰
頚
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る

如
〈
こ
れ
ら
諸
原
因
は
根
基
を
置
〈
と
こ
ろ
極
め
て
深
く
い
ま
ま
で
に

3
う
で
あ
っ
た
や
う
に
今
後
も
永
〈
髄
績

す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
〉
に
こ
れ
ら
諸
原
因
を
は
っ
き
り
と
究
明
す
る
こ
と
は
、

t
y
阜
に
過

去
と
現
在
と
の
海
運
現
象
を
正
確
に
認
識
す
る
う
へ
の
一
助
'
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
勝
来
の
海
運
市
場
の
推
移

海運、第一二三獄、資料、一八、一九、ニ:0頁。6) 



』
伊
-
見
透
す
う
へ
に
も
重
要
な
一
つ
の
指
針
を
提
供
す
る
こ
と
〉
も
な
る
。
乙
れ
、
私
が
こ
の
稿
を
草
し
に
所
以
で

本
町

4
0
0

第

個
貨
蓮
誌
の
寵
蓮
と
定
期
航
海
の
増
加

海
上
連
謹
さ
れ
る
貨
物
の
う
ち
に
は
、
ぞ
れ
が
生
産
さ
れ
る
時
期
や
運
註
さ
れ
る
航
海
季
節
や
そ
の
他
の
事
情

の
た
め
に
、
坤
積
時
期
、
舶
積
量
等
の
不
規
則
な
も
の
が
あ
る
。
不
定
期
舶
は
乙
の
や
う
な
不
規
則
な
出
廻
り
ゃ
}

な
す
貨
物
の
迩
誌
に
従
事
す
る
船
舶
で
あ
る
。
而
し
て
、

一
般
に
、
貨
物
が
か
や
う
に
不
規
則
偶
然
的
な
交
通
を

V

ふ
h
q
}一
中

4

、

l
i
p

〈

i

生
産
地
と
出
符
-
地
、

土
だ
は
、

J

恥
r
¥
特
地
の
聞
に
分
業
川
Y

未
だ
臨
時d
返
せ
や
、

各
地
各
市
場

む
コ

E
E

ノ

f
，
w

聞
の
相
互
依
存
性
の
程
度
が
大
き
く
な
い
場
合
に
起
る
事
象
で
あ
る
。
ぞ
れ
故
、
安
本
主
義
経
済
が
未
だ
充
分
な

後
遣
を
途
げ
や
間
際
的
介
業
の
確
立
し
な
か
っ
に
以
前
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
海
上
に
交
通
す
る
貨
物
を
連
結
す

る
も
の
は
多
〈
は
不
定
期
加
で
あ
り
、
そ
れ
は
専
ら
僻
舶
ま
た
は
全
舶
貸
輿
の
形
式
に
よ
っ
て
行
ば
れ
た
。
史
賞

を
見
る
も
、
定
期
航
海
の
茄
芽
と
い
は
れ
て
ゐ
る
-
プ
イ
ヱ
ン
航
海
(
円
山
口
口
H
E
F
T
-
-ま
た
は
ベ

Y
ト
航
海
(
ぎ
『

F
rユ)

の
殺
生
し
た
の
は
漸
く
十
八
世
紀
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
も
永
く
定
期
航
海
は
大
い
な
る
殺
展
を
一
不
さ
や
、

従
っ
て
、
十
九
世
紀
の
後
宇
に
至
る
ま
で
の
海
上
運
誌
は
殆
ん
ど
全
部
が
不
定
期
舶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
で
ゐ
た
の

で
J

の
る
。
'
と
こ
ろ
が
、

一
方
に
於
て
産
業
革
命
以
後
工
業
生
産
力
は
著
し
く
増
加
し
て
商
品
の
生
産
は
鬼
大
な
後

展
を
な
し
、
ま
た
他
方
に
於
て
は
通
信
機
関
交
通
機
関
が
大
に
殺
達
す
る
に
及
ん
で
新
し
い
多
〈
の
市
場
が
開
拓

不
定
期
船
衰
頒
の
諸
原
因
に
閲
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

五
=
一
五

第
凶
抗
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五
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せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
、
資
本
主
義
経
漕
は
念
速
に
接
展
す
る
に
至
り
、
園
際
聞
の
分
業
は
漸
次
に
盆
ミ
確
然
と

樹
立
せ
ら
れ
、
南
港
聞
の
聯
結
も
大
に
密
接
L
L
な
っ
て
、
規
則
的
な
個
貨
運
註
が
盛
ん
と
な
る
に
及
ん
品
。
而
し

て
、
個
貨
運
迭
の
増
加
隆
盛
は
必
然
的
に
不
定
期
航
海
の
代
り
に
定
期
航
海
を
な
す
舶
舶
の
数
を
増
加
せ
し
め
た

の
で
あ
る
o

例
へ
ば
、
岡
際
問
の
分
業
が
離
立
す
る
に
至
れ
ば
、
甲
闘
の
工
業
は
そ
の
生
産
財
の
或
る
も
の
を
乙

岡
よ
ち
仰
ぎ
、
ま
に
、

ぞ
の
工
業
製
品
】
ど
一
内
闘
に
輪
出
す
る
と
い
ふ
規
則
的
な
聞
係
を
憾
傾
寸
ろ
に
及
び
、
か
く

し
亡
、

手
乙
-
]
胡
旬
、

I
'品
川
叫
す
4

主也知

l
i
J
f
e
l
i
-
-
i
u
|
(
バ

ー

三

.:F;一

!
l
:
)
れ十

i
l
.「:!L
ご
:
与
川
"

る川川引
ιι淀~冗北財刊箔μrFιいιLr先λ
却却叫判註…
V話Vιl
力、

‘，目、

J
叫
σ
J
I卜

叩
丙
両
側
聞
に
は
甲
囲
の
工
業

製
品
の
定
期
連
誌
が
行
は
れ
る
こ
と
〉
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
最
初
に
一
つ
の
定
期
航
海
が
或
る
特
定
直
域
に
起
る

と
、
そ
れ
は
漸
次
に
ぞ
の
航
路
に
近
隣
す
る
諸
地
方
に
於
け
る
伺
貨
の
定
期
交
通
を
刺
戟
し
、
か
く
し
て
、
新
し
い

直
域
新
し
い
商
港
を
益
、
ミ
多
〈
定
期
航
路
の
う
ち
に
引
き
入
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
吾
今
日
か
海

運
史
上
に
見
る
や
う
に
、
寄
っ
て
は
世
界
交
通
の
中
心
地
の
み
に
仙
台
ま
れ
て
ゐ
た
定
期
航
海
が
現
今
に
於
て
は
極

め
て
溢
陳
の
地
方
乃
査
は
二
流
三
流
の
商
港
の
聞
に
も
盛
ん
に
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
定
期
個
貨
運
誌
の
楼
遣
は
明
に
定
期
舶
の
活
動
を
隆
盛
な
ら
し
め
、
反
封
に
、
不
定
期
般
の
活
動
餌

域
を
縮
少
せ
し
め
る
傾
向
台
生
ぜ
し
め
る
。
而
し
て
、
こ
の
傾
向
は
、
園
際
聞
の
分
業
、
交
通
機
関
の
後
遺
が
今

後
に
於
て
も
盛
大
に
赴
〈
で
あ
ろ
う
と
考
へ
ら
れ
得
る
限
り
、
引
き
績
い
て
趨
勢
的
に
増
大
す
る
も
の
と
い
ム
こ

と
が
出
来
る
。
こ
れ
、
不
定
期
珊
を
ま
頑
に
導
〈
第
一
の
基
本
原
因
で
あ
る
。

E.. Gi日 e，H. 8... 0.， S. 59・

いふまで色ない個貨主主語主力Z成立すzに[士、船舶がその法カに於で時閣的E
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第
二

賞
物
の
出
廻
り
に
於
け
る
季
節
聾
勤
の
減
少

不
定
期
舶
の
積
取
る
貨
物
は
主
と
し
て
大
量
貨
物
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
棉
夜
、
羊
毛
、
砂
糖
、
木
材
等
の
工
業

原
料
品
、
石
茨
、
石
油
、
銭
鏡
、
柑
石
等
の
鉱
産
物
、
小
姿
、
米
、
玉
局
黍
、
大
豆
、
一
旦
粕
等
の
農
産
物
な
ぜ
が

こ
れ
に
属
す
る
。
印
ち
、
概
し
て
、
重
量
ま
た
は
容
積
の
大
き
い
割
合
に
債
格
の
低
廉
な
謂
は
ゆ
る
大
量
貨
物
ま

に
ほ
潟
高
貨
物

(σz
一}向山、門包
-mog)
が
積
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
'
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
貨
物
は
、
鋸
産
物
を
除

け
ば
.
他
は
多
く
は
そ
の
生
涼
ま
た
は
股
穫
が
季
節
と
続
時
な
闘
係
争
}
色
つ

τゐ
る
。
而
し
て
、
生
産
が
季
節
に

制
約
書
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
児
に
主
た
去
の
舶
臨
時
期
も
季
節
に
制
限

3
れ
る
と
い
ふ
こ
と
冶
な
る
。

E

h

-

-

、

，-、
d

t

t

ー

こ
れ
ら
の
貨
物

l
l季
節
貨
物

(
3
3
5
:ミ
m
z
c
k
い
は
れ
る
ー
ー
が
不
定
期
舶
積
と
な
る
わ
け
が
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
印
ち
、

一
・
年
の
う
ち
産
出
後
の
僅
か
な
月
日
に
そ
の
犬
部
分
が
積
載
轍
逃
せ
ら
れ
そ
の
他
の
と
き
に

は
殆
ん
E
そ
の
轍
迭
を
見
な
い
と
い
ふ
不
規
則
な
出
廻
り
を
な
す
と
こ
ろ
に
そ
れ
が
典
型
的
な
不
定
期
知
積
貨
物

た
る
資
格
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
近
年
に
至
り
、
こ
れ
ら
大
量
貨
物
の
出
廻
ち
は
そ
の
季
節
的
費
動
性

を
大
に
減
少
す
る
に
至
っ
た
。
ぞ
れ
は
次
の
や
う
な
理
由
に
基
〈
-
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

右
に
述
べ
た
や
う
に
、
季
節
貨
物
の
紬
積
は
概
し
て
生
産
直
後
の
一
定
期
間
に
限
ら
れ
る
。

v
と
こ
ろ
が
、
或
る

一
定
の
貨
物
が
或
る
季
節
の
比
較
的
短
時
日
の
聞
に
大
量
に
輪
詰
5
れ
る
と
な
れ
ば
、

一
方
に
は
供
給
過
剰
に
よ

る
そ
の
貨
物
の
債
格
の
低
落
を
惹
き
起
し
、
他
方
に
は
貨
物
の
出
廻
量
に
比
較
し
て
珊
腹
の
過
少
ま
た
は
姉
底
を

不
定
期
般
衰
頑
の
諸
原
因
に
閥
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

五
三
七

第
凶
披

，.、



不
定
期
締
衰
額
の
諸
原
因
に
闘
す
る
基
本
的
考
察

招
い
て
運
賃
の
上
騰
を
惹
き
起
す
に
至
り
、
荷
主
は
債
格
と
運
賃
と
の
二
つ
の
方
面
か
ら
挟
撃
さ
れ
る
結
果
と
な

る
。
こ
の
不
利
益
か
ら
菟
れ
や
う
と
し
て
生
れ
た
も
の
が
諸
種
の
出
荷
統
制
で
あ
る
。
即
ち
、
出
荷
統
制
は
、
戎

第
三
十
九
巻

第
凶
披

iI.. 

五
=
一
八

る
特
定
の
貨
物
に
つ
い
て
組
合
員
各
自
の
出
荷
量
を
数
量
的
に
も
時
間
的
に
も
制
限
し
、
組
合
員
の
う
ち
の
或
る

も
の
う
不
賞
な
廉
僚
に
よ
る
濫
賓
を
禁
止
し
、
も
っ
て
、
そ
の
貨
物
の
債
格
を
一
定
水
準
じ
維
持
し
て
組
会
員
全

睦
の
利
益
合
増
進
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
出
荷
が
人
銭
的
に
統
制
さ
れ
得
る
限
り
、
そ
の
船
積

も
規
則
酎
ー
な
ち
も
は
や
挙
創
的
な
侃
街
を
一
郡
吉
な
〈
な
あ
の
で
め
ぷ
。

大
量
貨
物
の
舶
積
の
季
節
麺
動
性
を
減
殺
す
る
他
の
原
因
は
倉
庫
制
度
の
後
遺
で
あ
る
。
不
定
期
舶
の
積
取
る

季
節
貨
物
の
う
ち
に
は
、
過
賞
な
貯
蔵
設
備
を
施
せ
ば
別
で
め
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
性
質
上
麗

質
ま
た
は
腐
敗
す
る
虞
の
あ
る
も
の
が
多
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
貨
物
に
つ
い
て
趨
嘗
な
貯
臓
設
備
会
も
た
な

い
荷
主
に
あ
っ
て
は
、
著
し
く
低
廉
な
債
格
と
甚

rし
く
高
勝
せ
る
運
賃
を
も
忍
ん
で
、
生
産
後
直
ち
円
い
と
れ
を

手
離
し
船
積
せ
玄
る
を
得
な
い
不
利
益
に
陥
る
こ
と
が
め
る
。
併
し
、
倉
庫
制
度
が
接
遣
す
る
に
至
れ
ば
も
は
や

こ
の
や
う
な
不
利
益
を
甘
ん
じ
て
受
け
る
要
は
な
く
な
っ
て
来
る
。
荷
主
は
、
自
己
に
於
て

E
大
な
資
本
を
技
下
し

て
倉
庫
を

(
牧
穫
後
の
限
ら
れ
た
短
時
日
し
か
使
用
せ
宇
そ
の
他
の
多
〈
の
時
日
は
無
鴛
に
放
置
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
不
経
溌
な
倉
庫
を
〉

設
置
す
る
こ
と
な
く
、

一
定
の
倉
敷
料
を
支
排
へ
ば
、
貨
物
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
設
備
を
も
っ
他
人
倉
庫
に
保
管

せ
ら
れ
、
比
較
的
長
期
間
種
質
す
る
こ
と
な
〈
貯
臓
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
い
ま
や
、
季
節
的
貨
物
と
雄
も
そ

の
舶
積
が
季
節
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
ふ
不
利
益
か
ら
免
れ
て
趨
蛍
な
と
き
に
必
要
量
行
け
を
庫
出
し
舶
積

F. Stapelfeld. a. a. 0.. S. 4・
F. Stapelfeld. a. a. 0.. S •. ・4
拙誇著、前掲書、附鋭、一九七、ー九八頁。
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し
得
る
」固

と
ちお

な
る
の
で
あ
る
。'"

以
上
の
や
う
な
理
由
か
ら
、
大
量
貨
物
の
出
廻
り
に
於
け
る
季
節
的
撞
動
性
は
近
年
漸
次
に
減
少
し
、
も
は
や
、

大
戦
前
に
於
け
る
著
し
い
季
節
費
動
は
統
計
に
徴
す
る
も
見
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
大
量
貨
物
の
出
廻
ち
が
季

節
に
偏
侍
す
る
こ
と
の
少
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
卸
ち
、
そ
の
舶
積
が
四
季
を
逼
じ
て
比
較
的
に
増
減
な
く
行
は

れ
規
律
正
し
く
行
は
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
而
し
て
、
貨
物
の
舶
積
が
季
節
と
関
係
少
〈
統
制
的
に
行
は
れ
る

と
い
ふ
こ
と
は
、
と
り
色
直
さ
十
、
そ
の
貨
物
が
色
は
や
不
定
期
舶
積
た
る
資
格
を
失
っ
て
定
期
船
積
の
も
の
に

時
向
し
た
こ
ん
〕
を
窟
味
す
る
o
e
-
-
か
く
し
て
、
不
定
期
舶
の
楠
取
貨
物
は
次
第
に
少
〈
な
る
の
で
あ
る
。

描

購
買
方
鴻
に
舵
け
品
購
化

前
節
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
貨
物
の
出
荷
者
ま
た
は
供
給
者
側
に
於
け
る
事
情
に
つ
い
て
三
め
っ
た
が
、
次
に
考

察
す
る
と
こ
ろ
は
貨
物
の
購
買
者
ま
た
需
要
者
側
に
於
け
る
事
情
が
不
定
期
般
の
活
動
に
如
何
に
影
響
念
典
へ
る

か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
い
は
れ
る
や
う
に
、
世
界
大
戦
以
後
、
財
貨
の
購
買
方
法
は
本
質
的
に
盤
化
し

て
来
た
。
交
戦
闘
の
大
部
分
を
襲
っ
た
経
済
的
貧
困
と
世
界
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
固
に
於
り
る
物
債
並
び
に
魚
替

相
場
の
著
し
き
麓
動
と
は
、

高
〈
堆
積
す
る
と
い
ふ
仕
方
の
代
り
に
、
差
営
っ
て
必
要
な
量
だ
け
を
手
早
〈
購
入
し
ゃ
う
と
す
る
方
法
を
採
ら

し
め
る
に
至
っ
た
。
何
ん
と
な
れ
ば
、
先
づ
、
資
金
の
窮
之
は
財
貨
の
大
量
購
入
を
許
き
な
い
。
次
に
は
、
物
債

一
般
的
に
い
っ
て
、
従
来
の
や
う
に
大
量
の
貨
物
を
購
入
し
て
こ
れ
を
倉
庫
に
う
づ

不
定
期
般
衰
頑
の
諸
原
因
に
闘
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

五

九

第
四
就

i¥ 

さきに漣べ7こ出荷統制色、寅は、こ η倉庫制度が或る程度の務違をなしてゐ
てこそ、その殺呆.~牧め得るのでめる。
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不
定
期
般
衰
頑
の
諸
原
因
に
関
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

五
四

O

第
四
競

丹、

凶

並
び
に
魚
替
相
場
の
麓
動
が
そ
の
振
幅
に
於
て
そ
の
頻
繁
度
に
於
て
著
し
け
れ
ば
、

一
時
に
大
量
の
財
貨
を
購
入

す
る
こ
土
は
危
険
で
あ
る
た
め
に
、
必
要
な
時
に
壇
賞
量
密
急
速
に
頻
繁
に
購
入
し
ゃ
う
と
の
要
求
(
印
EM--Z『

Eι

B
2
m
p
z
z
mロ門田
EH)
ヨ
g円
)
が
起
っ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

購
買
方
法
に
於
け
る
か
や
う
な
種
化
|
|
ア
メ
リ
ノ
カ
に
於
て
は

E
E
8
2
2
F
E
-
-
d刊
と
い
は
れ
る
購
買

方
法
1
l
l
の
起
っ
た
こ
と
は
、
必
然
的
に
個
貨
運
誌
を
増
加
せ
し
め
、
そ
の
結
果
、
定
期
舶
の
活
動
を
盛
ん
な
ら

し
め
て
反
割
に
不
定
期
船
の
活
動
範
国
を
縮
少
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
常
に
或
る
一
定
の
貨
物
を
大
量

に
轍
入
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
そ
の
大
量
の
貨
物
を
舶
積
す
る
に
嘗
っ
て
他
人
所
有
舶
舶
を
全
部
傭
船
す
る
も
そ

れ
は
有
利
で
あ
る
が
、
併
し
、
小
量
の
貨
物
の
運
迭
を
な
す
の
に
杢
部
傭
舶
す
る
こ
と
は
明
に
大
い
な
る
不
利
盆

で
あ
り
、
ま
た
、
一
部
傭
舶
を
な
す
と
し
て
も
こ
れ
を
反
復
纏
頑
し
て
行
ふ
は
困
難
で
も
あ
っ
て
、
結
局
、
定
期

貨
物
舶
を
し
て
引
き
つ
Y
き
こ
れ
を
逮
謹
せ
し
め
る
こ
と
、
な
る
か
ら
で
あ
L
。
こ
れ
に
つ
い
て
い
ま
二
三
の
費

例
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
先
づ
、
木
材
に
つ
い
て
。
大
戟
以
前
に
は
の
Z
R
-
B
E
か
ら
ヨ
!
ロ
ヴ
.ρ

へ
の
木
材

輪
選
は
み
宮
部
不
定
期
舶
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
。
し
か
る
に
、
大
戦
後
は
右
に
述
べ
七
購
買
方
法
の
韓
化
の
た

め
に
不
定
期
舶
に
よ
る
蓮
迭
は
殆
ん

E
杜
絶
し
て
杢
訴
が
定
期
舶
積
と
な
っ
て
ゐ
る
朕
態
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に

ア
メ

9
カ
結
舶
院
の
如
き
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
き
の
定
期
貨
物
舶
を
建
造
し
て
こ
の
木
材
の
轍
廷
に
充
て
〉
ゐ
る
ほ

ど
で
あ
る
。
ま
に
、
ド
イ
ツ
に
で
も
，
戟
前
に
は
自
園
所
有
の
帆
舶
を
も
っ
て
木
材
を
輪
λ
し
て
ゐ
仁
の
で
あ
る

が
、
今
日
で
は
よ
り
僅
か
な
定
期
知
腹
を
利
用
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
も
ド
イ
ツ
に
於
げ
る
極
端
併
朕
態
の

'7) 18) F. StapelおId，a. a. ()" S. 6， 

19) E. S， Gregg， op. cit. p. 341 



持
型
化
が
財
貨
の
購
買
方
法
を
し
て

E
E
Z
5
2忌
σ口
三
品
に
盤
へ
し
め
た
こ
と
に
基
く
も
の
と
或
る
程
度
ま

却

で
い
ひ
得
る
ゃ
う
で
あ
る
。
次
に
は
、
小
姿
に
つ
い
て
。
以
前
に
は
ア
メ
リ
ノ
カ
諸
港
よ
り
大
西
洋
を
越
へ
て
ヨ

l

ロ
ッ
メ
へ
轍
迭
さ
れ
る
小
萎
は
大
部
分
傭
舶
に
よ
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
近
来
は
ヨ

l
ロッ

.ρ

諸
圃
の
購
入
方

法
一
か
襲
っ
て
富
市
た
〉
め
に
、
小
委
の
傭
舶
運
誌
は
殆
ん
ど
行
は
れ
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
に
大
西
洋
に
於
け
る
小

委
の
ト
リ
ノ
ツ
プ
・
チ
ャ
ー
タ
ー
運
賃
の
指
数
を
こ
し
ら
へ
る
こ
と
す
ら
出
来
な
く
な
っ
村
山
。

第
四

原
料
生
産
地
に
舵
け
る
各
種
工
業
の
聾
醤

献
に
述
ぺ
に
や
う
に
、
不
定
期
舶
は
一
般
に
重
量
ま
仁
は
容
積
の
大
な
る
貨
物
営
漣
滋
す
る
も
の
T
あ
る
。

p
y
」

こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
不
定
期
般
積
の
貨
物
に
つ
い
て
見
る
に
、
ぞ
れ
ら
が
か
や
う
に
重
量
ま
亡
は
容
積
の
大
き
い
γ
k

い
ふ
こ
と
は
、
ぞ
れ
が
殆
ん
ど
加
工
さ
れ
な
い
で
極
め
て
素
朴
な
形
を
色
つ
謂
は
ゆ
る
原
料
と
し
て
積
込
ま
れ
る

い
ま
こ
れ
ら
に
若
干
の
加
工
を
施
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
重
量
ま
た
は
容
積
は
可
成
り
の

か
ら
で
あ
石
。
ぞ
れ
故
、

程
度
に
ま
で
減
少
せ
ら
れ
得
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
だ
け
舶
腹
需
要
量
を
節
約
す
る
こ
と
が
出
来
る

わ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
〉
仁
於
て
、
五
日
'
平
は
原
料
生
産
地
に
於
け
る
近
年
の
工
業
化
ま
た
は
工
業
の
就
寝
遣
が
不
定

期
加
の
表
頑
傾
向
と
重
大
な
聞
係
を
色
つ
も
の
で
あ
る
こ
ム
」
を
知
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
農
業
聞
と
い
は
れ
る
未
聞
の
経
済
領
域
に
於
て
は
謂
は
ゆ
る
車
種
生
産

(ζ

。口o
r
z
x
=『
)

が
行
は
れ
て

ゐ
る
。
帥
ち
、
技
術
的
に
も
組
織
的
に
も
高
度
資
本
主
義
諸
聞
と
歩
調
を
合
は
せ
得
な
い
こ
れ
ら
の
地
域
に
於
て

不
定
期
艇
衰
頑
の
諸
原
因
に
閲
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

互五

四

第
四
時
抗

i¥ 
五

F. Stapelfeld， a. a. 0.， S. 6. 
E. S. Gregg， op. cit. p. 341・342・
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不
定
期
船
衰
績
の
諸
原
因
に
閲
す
る
基
本
的
考
察

第
三
+
九
巻

第
阿
披

五
四

八
六

は
、
園
際
聞
の
競
守
の
た
め
に
、
そ
の
精
カ
を
眠
ら
れ
た
る
範
園
の
生
産
に
集
中
す
べ
〈
館
儀
な
く
せ
ら
れ
、

邸
ち
原
始
生
産
業
に
専
ら
と
な
る
の
で
あ
る
。
併
し
.

つ
ま
た
は
極
め
て
少
数
の
産
業
、

こ
れ
ら
の
地
域
と
て

も
永
久
に
純
牌
な
原
始
生
産
業
を
守
り
つ
V
J

け
る
わ
け
で
は
な
く
趨
営
な
機
舎
が
あ
れ
ば
或
る
程
度
の
工
業
化
会

な
す
ご
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
近
年
に
於
て
こ
の
機
舎
を
最
色
よ
く
興
へ
た
も
の
は
買
に
世
界
大
概

で
あ
っ
て
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
概
し
て
直
接
の
損
害
ぞ
蒙
ら
や
寧
ろ
利
盆
を
享
受
し
た
こ
れ
ち
の
地
域
は
、

;3 

ロ
ツ
パ

p

山
俊
一
戦
諮
問
」
り
の
工
業
製
品
の
職
λ
牡
組
仁
一
刺
戟
ヨ
れ

τ、
工
業
化
す
石
の
機
命
日
を
輿
へ
ら
れ
た
。
も
と

よ
り
工
業
化
し
た
と
は
い
へ
そ
の
程
度
は
先
進
固
に
比
較
す
れ
ば
極
め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
工

業
化
は
先
づ
自
ら
の
輸
出
す
る
農
産
物
に
劃
す
る
加
工
と
な
っ
て
現
は
れ
た
。
例
へ
ば
、
生
き
に
牛
を
そ
の
ま
〉

轍
註
す
る
代
り
に
こ
れ
を
屠
殺
し
凍
肉
k
し
て
轍
迭
す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
〉
な
り
、
ま
た
、
オ

l
ス
ト
ラ

η
ノ
ヤ
羊
毛
業
者
の
な
す
や
う
に
、
従
来
の
如
〈
に
刈
り
取
っ
允
羊
毛
を
よ
ご
れ
た
ま
〉
で
轍
出
せ
・
?
に
現
場
で
こ

れ
を
燥
き
脱
脂
し
精
製
す
る
や
う
に
な
っ
九
。
更
に
穀
物
に
つ
い
て
考
へ
る
も
、
穀
物
を
そ
の
ま
〉
俵
や
袋
に

λ

れ
ま
た
は
散
荷
と
し
て
遺
る
代
り
に
こ
れ
を
製
粉
と
な
し
債
格
の
割
合
に
重
量
容
積
の
よ
り
小
な
る
貨
物
と
し
て

轍
出
す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
む
。

以
上
の
や
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
素
朴
な
農
産
物
ま
た
は
原
料
口
聞
に
り
し
も
の
が
、
漸
次
に
或
る
程

度
の
加
工
を
施
さ
れ
石
こ
と
〉
な
り
、

同
時
に
、

重
量
容
積
の
大
な
る
貨
物
よ

h
そ
の
小
な
る
貨
物
へ
、
ま
た

は
、
重
量
容
積
の
割
合
に
債
格
の
低
廉
な
貨
物
よ
り
高
債
な
貨
物
へ
と
轄
化
す
る
に
至

b
、
更
に
見
方
を
か
へ
て

4、島昌E. ，町agemann，Slrul，tuT und Rhythmus der WeJtwirtschaft. S. 29 
太郎教浸監修邦軍、世界経涛機構1・呆気器動、凶八賞。
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言
へ
ば
、
季
節
的
に
船
積
さ
れ
る
貨
物
よ
り
季
節
と
無
関
係
に
船
積
さ
れ
る
貨
物
へ
と
襲
っ
て
来
た
の
で
め
る
。

一
方
に
於
て
高
級
品
と
し
て
の
特
別
な
取
扱
を
要
す
る
こ
と
〉
な
り
他
方
に

そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
貨
物
は
、

ま
た
規
則
的
な
舶
積
が
可
能
と
な
っ
て
、
も
は
や
同
一
種
類
の
貨
物
だ
け
を
傭
艦
に
よ
っ
て
大
量
的
に
運
送
す
る

下
級
貨
物
向
き
の
不
定
期
舶
に
積
込
ま
れ
る
こ
と
お
ι
屡
ミ
不
摘
静
岡
と
し
、
反
艶
に
、
定
期
舶
に
よ
っ
て
輪
選
せ
ら

れ
る
こ
と
を
有
利
と
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
吾
や
は
こ
〉
に
も
不
定
期
加
を
表
頑
に
導
〈
一
つ
の
有
力
な
動
因
を

司も
H
H
Z
9
)
戸

7
り

長

t
v
U
'
d
f‘

第
五

山MA
M
M
M

抽
仲
町
山
払
部
吋
叫
円
曲
川
の
増
加

海
運
業
の
毅
遣
を
見
る
に
、
古
代
に
於
て
は
、
商
人
と
船
舶
所
有
者
と
舶
長
正
は
同
一
人
で
あ
っ
円
。
卸
ち
、

商
人
は
自
ら
般
抽
を
所
有
し
自
ら
こ
れ
を
操
縦
運
航
し
て
貨
物
を
他
地
方
に
運
悲
し
貿
易
に
従
事
し
て
ゐ
た
の
で

あ
っ
た
。
ぞ
れ
は
、
営
時
の
海
上
商
業
が
た
の
規
模
未
だ
少
さ
く
、
ま
た
、
比
較
的
短
距
離
の
拍
岸
航
海
に
よ
っ

て
行
は
れ
て
ゐ
に
か
ら
、
こ
れ
に
投
ぜ
ら
れ
る
資
本
も
少
額
に
て
足
り
航
海
や
取
引
等
に
色
特
別
の
知
識
技
術
を

要
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
海
上
商
業
が
次
第
に
竣
遺
し
て
そ
の
取
引
の
範
園
が
構
大
き
れ
遠
距

離
の
航
海
が
必
要
と
な
る
に
至
っ
て
、
舶
型
は
次
第
に
大
き
く
な
り
舶
舶
や
商
業
に
要
す
る
資
本
色

E
額

E
な
り
、

す
べ
て
の
船
長
が
珊
舶
を
所
有
し
商
業
を
管
む
こ
と
を
得
な
く
な
っ
て
、
先
づ
、
情
長
が
商
業
か
ら
離
れ
ま
七
船

舶
を
も
所
有
し
な
い
草
な
る
航
海
技
術
者
と
な
っ
た

Q

そ
の
後
、
産
業
革
命
に
よ
る
資
本
主
義
経
済
の
竣
展
す
る

不
定
期
栂
衰
頑
の
諸
原
因
に
闘
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

互王

四

第
四
競

A 
七



不
定
期
船
衰
額
の
諸
原
因
に
関
す
る
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

五
回
凶

第
四
就

i¥ 
i¥ 

に
至
っ
て
、
新
市
場
の
開
拓
と
相
侯
っ
て
岡
際
貿
易
は
大
な
る
躍
進
を
遂
げ
、
そ
の
結
果
、
海
上
商
業
と
海
運
業

ま
た
は
舶
舶
所
有
と
は
、
資
本
の
貼
に
つ
い
て
も
耀
替
方
法
の
結
に
つ
い
て
も
、
分
離
す
る
を
有
利
と
な
し
、
十

九
世
紀
の
中
葉
に
及
ん
で
、
各
ミ
別
個
の
企
業
と
し
て
成
立
す
る
に
至
つ
九
。

か
く
し
て
、
今
日
に
於
て
は
吾
φ
の
見
る
如
〈
一
般
に
海
運
業
は
商
業
よ
り
分
離
し
て
別
個
の
一
企
業
ぞ
構
成

し
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
、
近
年
に
至
つ
て
は
、
そ
れ
が
更
に
以
前
の
古
い
型
へ
L
」
迦
轄
し
ゃ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で

ち
る
。

回
し
亡
、

ト
ラ
ス
ト
ま
た
は
企
業
集
中
の
傾
向
が
貫
に
そ
の
動
悶
な
の
で
め
る
。

在
来
二
方
に
於
で
は
、

産
業
の
分
化
は
極
度
に
ま
で
毅
展
し
単
な
る
操
作
ま
た
は
業
務
と
躍
も
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
事
業
に
よ
っ
て
行
は
れ

つ
う
あ
る
肢
態
で
あ
る
が
、

他
方
に
於
て
は
、

こ
れ
ら
の
事
業
ま
た
は
企
業
を
同
一
の
企
業
主
髄
の
も

ま
に
、

と
に
統
括
し
ゃ
う
と
の
傾
向
が
盛
ん
に
な
り
つ
、
ぁ

4
。
ト
ラ
ス
ト
ま
た
は
企
業
集
中
の
傾
向
が
却
ち
こ
れ
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
例
へ
ば
、
最
初
に
原
料
品
の
栽
培
、
次
に
ぞ
の
運
器
、
ぞ
れ
に
劃
す
る
加
工
、
ぞ
れ
か
ら
ぞ
の
精

製
、
最
後
に
そ
の
製
品
販
貰
.
換
言
す
れ
ば
、
種
子
営
蒔
く
と
き
ま
た
は
鋸
山
に
て
採
掘
す
る
と
き
か
ら
そ
れ
が
商

口
聞
と
な
っ
て
消
費
者
に
到
達
す
る
ま
で
の
会
過
程
を
同
一
の
企
業
内
に
て
行
は
ん
と
す
る
傾
向
を
生
じ
て
ゐ
る
。

'
と
こ
ろ
で
、
こ
の
や
う
な
場
合
に
於
て
は
.
原
料
品
の
連
迭
を
な
す
と
こ
ろ
の
海
運
の
事
業
も
営
然
こ
の
ト
ラ
ス

ト
ま
た
は
大
企
業
の
う
ち
に
包
構
せ
ら
れ
る
こ
と
冶
な
り
、

そ
の
結
果
、

他
人
貨
物
の
轍
迭
を
業
と

従
っ
て
、

す
る
濁
立
別
個
の
企
業
と
し
て
の
海
運
業
は
そ
れ
だ
け
そ
の
活
動
領
域
を
奪
は
る
〉
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
う
に

芝山

g
E
t
g『

『

5
・h
〈
白
社
用
違
法
艇
と
b
誇
す
べ
き
か
)
と
い
ふ
の
は
、
ト
ラ
ス
ト
ま
た
は
大
企
業
が
自
一
位
聞
係
の
財
貨

小島昌太郎教授著、海運経理事要論、七一一八四頁。
これ日封し、一般に他人貨物を輸注する艇舶を gene四 lfreight carrier冶
いふ。 (A.Berglund，百p.cit. p. 3 [5.) 
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を
運
誼
せ
し
む
る
た
め
に
所
有
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
他
人
貨
物
の
海
上
選
遺
伝
も
っ
て
固
有
の
替
業
と

し
な
い
舶
舶
を
指
す
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
や
う
な
傾
向
は
、
今
日
.
各
圃
の
、
大
企
業
に
於
て
屡
ミ
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
へ
ば
、
米
固
に

つ
い
て
見
る
に
、
丹

Z
C三月
a
m
E
g
m丹
市
内
}
噌
『
邑
己
門
門
閣
の
O

『勺

2
E
S
は
大
戦
前
に
は
最
も
頻
繁
に
不
定
期
加
を

備
舶
し
た
品
の
で
あ
る
が
、
大
戦
後
は
円

Z
E
F
E
E
-

を
轍
遺
し
て
ゐ
ム
。
同
様
の
こ
と
は
門
官

C
E丹市
ι
ω
S
R
凶∞
R
巳

F
E
m
 
の
名
の
も
と
に
大
冊
腹
を
擁
し
自
祉
関
係
の
錨
鋼

(リ。号
O
B
Z
D
ロ
に
つ
い
て
も
い
へ
る
。
そ
の
ほ

か
に
品
、
錨
鋼

q

ま
た
は
石
油
の
轍
諮
舶
を
も
っ
円
r
m
M
w
m口
L
m
r
目
的
庁
内
一
〈
U
O
G
2
i
弘
山
口
口
、
石
炭
轍
詑
舶
eT
所
有
す
芯

山
河
内
。
部
門
主
将
司
叶
円
山
口
8

0

コR
U
口〈リ
0
日
宮
口

1
硫
黄
轍
詑
船
含
有
す
る
門
一
括
吋
日
訟
の
己
山
口
一
芯
口
円
円
い
O
B同
U
P
弓

等

加

を
暴
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
我
が
図
に
つ
い
て
考
へ
れ
ば
、
三
菱
商
事
、
三
井
物
産
の
爾
祉
は
各
ミ
船
舶

部
を
設
け
て
多
数
の
舶
舶
を
所
有
し
自
祉
闘
係
の
諸
種
の
貨
物
の
轍
迭
を
な
し
て
ゐ
る
つ
そ
し
て
、
石
原
産
業
海

連
合
資
舎
粧
が
南
洋
、
海
腕
植
民
地
等
に
於
け
る
自
祉
の
財
源
よ
り
産
出
す
る
物
資
を
轍
迭
す
る
た
め
に

E
大
な

船
腹
を
擁
し
て
、
南
洋
航
路
に
一
大
勢
力
を
形
成
し
、
そ
の
た
め
に
種
と
不
定
期
船
市
場
に
困
難
な
問
題
を
惹
き

起
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
海
運
界
に
飴
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

貨
物
加
の
う
ち
に
は
特
殊
蹄
(
団
交
円

E
gロ
E
m
m
)
と
い
っ
て
特
殊
の
貨
物
を
轍
迭
す
る
た
め
に
特
殊
の
設
備
を

有
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
石
油
、
重
油
を
轍
迭
す
る
タ
シ
カ
!
?
ロ

Zm
池
槽
挺

Y
冷
凍
、
冷
蔵
設
備
を
有

す
る
獣
肉
舶
、
青
果
舶
等
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
獣
肉
加
、
青
果
般
に
於
て
も
近
年
著
し
き

不
定
期
締
衰
頑
の
諸
原
因
に
関
す
る
基
本
的
考
察

五
四
五

第
三
十
九
巻

第
四
時
抗

]1、
九

28) 30) E. S. Gregg， op. cit. p・ 341.
29) A.B"relund， op~ cit~ P. 314・
31) 世界海上冷議冷凍荷物運迭の費逢じ就て、海運、一四五波、参照。
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定

期
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衰
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諸

原

因

に

闘

す

畠

基

本

的

考

察

第

四

時

抗

援
展
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
併
し
、
そ
れ
と
雄
も
、
大
戦
前
後
よ
り
殺
生
し
て
最
近
に
は
九
百
五
十
寓
組
噸
に
建
し

第
三
十
九
巻

五
閲
六

::It. 
O 

て
ゐ
る
タ
ン
カ
ー
の
驚
く
べ
き
躍
進
に
は
到
底
比
較
す
ぺ
〈
も
な
い
。
部
し
て
、
こ
の
タ
ン
カ
ー
の
大
部
分
は
、

石
油
の
製
造
ま
た
は
販
買
を
な
す
事
業
令
枇
の
所
有
舶
即
ち
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ノ
ヤ

Y
・
キ
ヤ

9
ア
l
で
め
る
。
勿
論
、

な
か
に
は
不
定
期
加
業
者
に
し
て
タ
ン
カ
ー
を
建
造
し
も
っ
て
重
油
石
油
の
轍
詮
を
な
し
運
賃
を
得
て
ゐ
る
も
の

も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
姑
腹
は
全
瞳
よ
り
児
れ
ば
そ
の
数
殆
ん
ど
い
ふ
に
足
り
な
い
。
大
多
数
の
タ
ン
カ
ー
は
海

漣
業
者
に
あ
ら
r
d

る
宣
油
ま
に
は
石
油
事
業
聞
係
ん
明
日
枇
に
」
っ
て
所
有
巡
航
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

、i

砂、、
.
2
2
d

」、mート
r

L
4
0

干
よ
斗
ノ

I
ノノ

シ
カ

l
舶
隊
を
有
す
も
の
と
し
て
は
、

イ
ギ
叫
ノ
ス
で
は
、

pm
〉ロ
m-0・切印刷円
c
z
p比『
O
一E
E
n
c
-、
岳
町
何
曲
目
t
o
o
-
}

]つ円巴回目勺。『丹内
c
、
ア
メ
リ
ノ
カ
で
は
、
岳
町
の
己
民
河
内
出
=
一
コ
ぬ
の
o
、
岳
町
可
2
H
a
〉
呂
町
『
一
nhg
司町丹『
o
r
c
s
h昨
吋
『
白
口
印
句
0
2

の
0
・
、
円
宮

ω門山口仏
N
H
E
φ
に
の
0
・
え
の
と
F
5
2
、伸一
H
m
m
E
H
O
ロ
向
。
・
、
己
同
町
吋
m
H訟
の
D
・、昨

roc-一
口
=
0
ロ
円
。
.
え

の山口『
0
3
5
等
が
あ
り
j

我
が
闘
で
は
、
小
倉
石
油
、
旭
石
油
等
の
曾
枇
伝
奉
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
や
う
に
、
近
宮
市
は
、
海
運
を
も
っ
て
固
有
の
業
と
し
な
い
事
業
舎
枇
が
、
自
祉
に
於
て
舶
舶
を
所
有
し
ま

た
は
自
祉
の
勢
力
範
閏
の
も
と
に
舎
祉
を
設
立
し
そ
れ
を
し
て
舶
舶
を
所
有
せ
し
め
、
も
っ
て
、
白
祉
関
係
の
物

資
の
轍
謹
に
充
て
〉
ゐ
る
肢
態
に
あ
る
。
か
う
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
海
運
を
も
っ
て
専
業
と
し
て
ゐ
る
も
の
、
市

場
は
営
然
に
縮
少
せ
r
d

る
を
得
な
い
。
前
者
の
活
動
が
盛
ん
で
め
れ
ば
あ
る
程
後
者
の
市
場
は
そ
れ

r
w狭
小
と

な
る
。
而
し
て
、
こ
の
打
撃
は
不
定
期
舶
業
者
に
於
て
最
も
大
で
あ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
、
イ
ン
ダ
ス
ト
η
ノヤ

Y
・

キ
ヤ

9
ア
!
の
轍
遺
す
る
も
の
は
殆
ん
ど
全
部
が
工
業
原
料
品
ま
た
は
鏑
産
物
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
不
定
期
舶

3 Berglund， op. ci t. P・3'5・



積
貨
物
で
あ
る
か
ら
で
め
る
。
吾
ム
平
は
、
こ
〉
に
於
て
も
不
定
期
舶
の
市
場
が
漸
次
に
狭
小
と
な
り
行
く
の
雪
見

る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
ま
た
、

ト
ラ
ス
ト
ま
た
は
企
業
集
中
の
今
後
の
動
き
ま
た
は
竣
展
に
つ
い
て

興
味
ふ
か
き
も
の
申
乞
畳
え
る
次
第
で
あ
る
。

結

言

以
上
、
近
古
都
に
於
け
石
不
定
期
舶
の
表
頭
に
闘
す
る
諸
原
因
に
つ
い
て
基
本
的
な
考
察
を
な
し
た
つ
も
り
で
あ

4
0
0
 而

し
て
、
こ
う
に
堪
げ
た
諸
原
因
諸
事
情
の
ほ
か
に
も
、
沼
口
rm
ー
は
、
大
戦
後
盆
R
激
烈
E
な
り
つ
〉
あ
る
闘
概

競
争
、
卸
ち
、
開
現
の
高
い
障
壁
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
る
外
岡
貨
物
の
轍
入
抑
歴
ま
た
は
制
限
、
各
閣
民
経
済

の
自
給
自
足
へ
の
傾
向
等
に
つ
い
て
色
、
そ
れ
が
不
定
期
般
の
活
動
に
大
い
な
る
影
響
を
及
ぽ
し
っ
、
め
る
こ
と

を
知
っ
て
ゐ
る
。
併
し
、
こ
れ
ら
は
、
正
し
く
不
定
期
舶
の
活
動
領
域
を
狭
陸
な
ら
し
め
る
事
象
で
は
あ
る
が
、

翠
に
不
定
期
婚
の
み
に
閲
す
る
・
ち
の
で
は
な
〈
定
期
舶
の
活
動
を
も
制
限
す
る
と
こ
ろ
の
庚
〈
海
道
界
一
般
の
泊

長
に
閥
係
を
も
っ
事
象
で
あ
っ
て
、
不
定
期
般
の
み
の
衰
頭
原
因
を
討
究
せ
ん
と
す
る
こ
の
論
文
の
研
究
封
象
と

は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
稿
に
於
て
は
こ
れ
ら
の
事
象
に
つ
い
て
は
鯛
れ
な
か
っ
た
。
け
れ

E
色
、
こ
れ
ら

の
事
象
ま
た
は
傾
向
は
、
現
今
の
岡
際
聞
の
政
治
問
題
軍
事
問
題
に
も
関
係
す
る
こ
と
多
く
、
人
に
よ
っ
て
は
園

際
海
運
の
衰
亡
を
約
束
す
る
も
の
と
も
い
は
れ
て
ゐ
る
程
で
め
り
、
吾
冷
の
深
甚
な
る
注
意
を
も
っ
て
考
察
す
ペ

不
定
期
締
衰
類
の
諸
原
因
に
闘
す
る
基
本
的
考
察

第
=
一
+
九
巻

第
四
披

五
四
七

九

例へば、極〈最近の事例として「自踊農業保i護による不定期勝主の痛手ー海
運、第一四六娘、資料参照。
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不
定
期
船
衰
類
の
諸
原
因
に
闘
す
畠
基
本
的
考
察

第
三
十
九
巻

五
四
八

第
四
日
航

九

-t、
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
稿
の
最
初
に
注
意
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
の
考
察
に
於
て
前
提
と
し
た
不
定
期
舶
の
衰
頬
傾
向

は
謂
は
ゆ
る
趨
勢
的
傾
向
で
あ
っ
て
、
過
・
去
よ
り
徐
ム
市
に
現
は
れ
て
来
た
り
今
日
に
及
び
今
日
よ
り
ま
た
引
き
つ

Y

き
将
来
に
至
る
漸
准
的
な
動
き
で
め
る
。
そ
れ
故
、
吾
ム
ザ
の
見
る
と
こ
ろ
は
、
昨
日
ま
た
は
今
日
の
具
躍
的
な

不
定
期
舶
の
航
路
の
み
じ
限
ら
れ
子
、
過
去
よ
り
現
在
に
至
h
J
更
に
将
来
に
及
ぶ
一
聯
の
勤
き
と
し
て
の
不
定
期

舶
の
衰
姐
T
あ
る
。
従
っ
て
、
と
の
ま
頑

dr惹
hAr

超
す
も
の
L
」
し
て
邸
中
げ
に
諸
原
因
に
し
て
品
、
そ
れ
ら
は
、
成

は
古

t
よ
り
茄
し
て
今
日
に
至
り
今
後
も
永
〈
艦
頑
せ
ん
と
す
る
も
の
、
或
は
そ
の
由
来
は
近
年
に
あ
る
も
速
く

勝
古
市
「
い
及
ぽ
さ
ん
と
す
る
も
の
等
で
あ
つ
に
。
た
め
に
、
こ
〉
に
考
察
し
た
る
こ
と
に
し
て
も
或
は
特
定
の
一
時

的
事
象
に
つ
い
て
の
み
見
る
と
き
は
そ
の
ま
h

全
部
妥
営
せ
ゴ
る
場
合
も
ゐ
る
や
も
知
れ
な
い
。
併
し
.
ぞ
れ
は

こ
の
問
題
の
性
質
上
嘗
然
の
結
果
で
め
っ
て
こ
の
小
論
の
考
察
の
不
明
な
る
が
故
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
稿
の

正
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
観
察
を
一
軸
に
集
中
し
限
定
し
た
、
め
に
他
の
諸
事
情
を
考
慮
の
そ
と
に
置
い
て
論
じ
た
場
合

が
め
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
他
の
諸
事
情
に
一
冷
ふ
れ
る
こ
と
か
ら
起
る
説
明
の
混
観
を
避
け
て
も
つ

て
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
ゃ
う
と
す
る
目
的
に
出
で
た
〉
め
で
あ
っ
て
、
特
に
護
者
の
諒
承
を
乞
ふ
と
こ
ろ
で
あ

る。


