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人
類
最
古
の

乗
り
物

　

船
は
、
人
類
の
誕
生
と
ほ
ぼ
同
時
に

生
み
出
さ
れ
た
最
古
の
乗
り
物
で
す
。

列
車
や
自
動
車
、
飛
行
機
な
ど
、
今
日

私
た
ち
が
利
用
す
る
そ
の
他
の
移
動
手

段
は
、
す
べ
て
18
世
紀
の
産
業
革
命
以

降
に
発
達
し
た
も
の
で
、
船
は
そ
れ
ら

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
長
い
歴
史

を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

船
の
立
ち
寄
る
場
所
に
は
港
が
で
き
、

そ
の
港
を
中
心
に
地
域
が
栄
え
て
い
き

ま
し
た
。
ロ
ー
マ
、
リ
ス
ボ
ン
、
ロ
ン

ド
ン
な
ど
欧
州
の
主
要
都
市
に
は
必
ず

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
大
き
な
港
が
あ
り

ま
す
。
船
は
人
や
物
を
輸
送
す
る
だ
け

で
な
く
、
外
の
世
界
と
の
文
化
の
交
流

の
基
点
に
も
な
っ
た
の
で
す
。

　

私
は
船
の
定
義
を
「
人
や
物
を
の
せ

て
、
周
り
の
水
に
触
れ
ず
に
水
上
を
移

動
す
る
道
具
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
先

史
時
代
、
水
辺
に
暮
ら
し
て
い
た
人
間

は
、
木
片
や
皮
袋
を
浮
き
に
し
て
泳
い

で
水
面
を
渡
っ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が

て
丸
太
を
く
り
抜
い
た
丸
木
舟
や
木
を

束
ね
た
筏い
か
だ、

葦
舟
の
よ
う
な
植
物
を
用

い
た
舟
に
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
船
の
始
ま
り
で
す
。

　

ギ
リ
シ
ャ
本
土
に
あ
る
フ
ラ
ン
ク
テ

ィ
洞
窟
遺
跡
の
中
石
器
時
代
層
（
紀
元
前

１
万
１
０
０
０
年
ご
ろ
）
か
ら
は
、
エ
ー
ゲ

海
ミ
ロ
ス
島
産
の
黒
曜
石
が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
に
す
で
に
船
を

使
っ
て
物
資
の
輸
送
が
行
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

風
利
用
で
大
型
化

さ
ら
に
蒸
気
機
関
を

　

船
が
現
代
の
よ
う
な
形
に
な
る
ま
で

に
は
い
く
つ
か
の
要
素
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
丸
木
舟
の
よ
う
に
一
つ

の
材
料
で
つ
く
っ
て
い
た
の
で
は
限
界

が
あ
り
、「
い
ろ
い
ろ
な
部
材
を
組
み
合

わ
せ
る
」
必
要
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ

こ
で
板
を
つ
な
い
で
、
し
っ
か
り
し
た

構
造
の
船
を
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
し
て
船
は
大
き
く
な
っ
て
い
き

ま
す
が
、
す
る
と
、
人
の
力
だ
け
で
は

動
か
せ
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
二
つ
目
に
「
風
の
力
」
を

利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
帆
で
風

を
受
け
て
走
る
帆
船
の
登
場
で
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
か
な
り
大
型
の
船
を
動

か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

海
上
輸
送
の
歴
史

─
近
現
代
に
つ
な
が
る
船
の
変
容

船
は
時
代
と
と
も
に
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。特
に
幕
末
か
ら
明

治
期
以
降
の
近
代・現
代
の
専
用
船
化
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

船
が
次
第
に
多
様
化
し
て
い
く
歴
史
的
な
経
緯
を
、東
京
海
洋
大

学
名
誉
教
授
の
庄
司
邦
昭
さ
ん
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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た
。
燃
料
費
が
か
か
ら
な
い
う
え
、「
風

待
ち
」
の
間
に
、
人
と
人
の
交
流
か
ら

文
化
が
育
ま
れ
る
な
ど
、
帆
船
に
は
利

点
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
次
に
「
蒸
気
機
関
」
が
生
ま
れ

ま
す
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
「
鉄
」

を
用
い
た
船
体
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
が
大
き
な
変

革
を
船
に
も
た
ら
し
た
と
い
え
ま
す
。

　

た
だ
し
、
初
期
の
蒸
気
船
で
は
、
蒸

気
機
関
の
故
障
が
多
か
っ
た
の
で
、
故

障
に
備
え
て
複
数
の
蒸
気
機
関
を
搭
載

し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
い
ざ
と
い
う

と
き
に
は
帆
を
張
っ
て
風
か
ら
動
力
を

得
る
、
つ
ま
り
帆
船
に
早
変
わ
り
す
る

た
め
、
マ
ス
ト
を
併
設
し
た
船
も
あ
り

ま
し
た
。

　

や
が
て
蒸
気
機
関
の
信
頼
性
も
増
し
、

帆
船
の
よ
う
に
天
候
や
季
節
風
に
左
右

さ
れ
ず
、
定
時
運
航
で
き
る
蒸
気
船
の

登
場
は
、
大
き
な
出
来
事
で
し
た
。

　

時
間
が
読
め
る
の
で
物
流
量
は
飛
躍

的
に
増
え
ま
し
た
。
以
前
は
、
高
価
な

物
品
だ
け
を
運
ん
で
い
ま
し
た
が
、
大

型
船
が
登
場
す
る
と
、
石
炭
な
ど
も
大

量
に
運
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

コ
ン
テ
ナ
船
が
変
え
た

世
界
の
海
上
輸
送

　

蒸
気
船
の
動
力
源
は
石
炭
か
ら
石
油
、

さ
ら
に
ガ
ス
や
電
気
へ
と
移
り
変
わ
り

ま
す
が
、
蒸
気
船
が
登
場
し
て
以
来
、

船
の
構
造
は
現
代
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い

と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
な
か
で
、
荷
物
を
運
ぶ
船
が

徐
々
に
「
専
用
船
化
」
し
て
い
っ
た
の

は
、
戦
後
に
起
き
た
特
筆
す
べ
き
変
革

で
す
。
特
に
１
９
５
０
年
代
に
誕
生
し

た
コ
ン
テ
ナ
船
は
「
海
上
輸
送
の
革

命
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
転
換
点
と
な

り
ま
し
た
。

　

従
来
の
貨
物
船
は
、
貨
物
を
船
倉
に

直
接
積
み
込
ん
で
い
た
た
め
、
荷
物
の

上
げ
下
ろ
し
に
膨
大
な
時
間
と
コ
ス
ト

を
要
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
統
一
規
格

の
コ
ン
テ
ナ
を
導
入
し
ま
す
。
種
々
雑

多
な
品
物
を
、
単
一
化
し
た
コ
ン
テ
ナ

に
詰
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
荷
役
作
業

が
機
械
化
さ
れ
、
輸
送
効
率
は
飛
躍
的

に
向
上
し
、
多
様
な
貨
物
を
大
量
に
輸

送
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
コ

ン
テ
ナ
船
は
、
大
型
タ
ン
カ
ー
と
と
も

に
今
の
世
界
を
支
え
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

原
油
、
鉄
鉱
石
、
石
炭
な
ど
は
コ
ン

テ
ナ
に
積
め
ま
せ
ん
が
、
初
期
の
こ
ろ

か
ら
専
用
船
化
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。

鉄
鉱
石
な
ど
重
い
も
の
は
、
船
の
重
心

を
下
げ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
船
体
を

三
分
割
し
、
左
右
を
空
け
て
中
央
に
積

む
。
逆
に
穀
物
類
は
軽
い
の
で
移
動
し

な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
。
そ
う
し
た

運
ぶ
も
の
に
合
わ
せ
て
、
今
は
内
部
構

造
が
き
ち
ん
と
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

コ
ン
テ
ナ
船
の
発
想
は

「
樽
廻
船
」と
共
通

　

最
初
の
コ
ン
テ
ナ
船
は
、
１
９
５
０

年
代
半
ば
に
ア
メ
リ
カ
の
船
会
社
が
在

来
船
を
改
良
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
し

て
日
本
郵
船
が
１
９
６
８
年
（
昭
和
43
）

に
建
造
し
た
「
箱
根
丸
」
は
、
世
界
で

も
っ
と
も
早
く
コ
ン
テ
ナ
専
用
と
し
て

設
計
さ
れ
た
船
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
に
西
洋
船
の
技
術
が
入
っ
て
き

た
の
は
幕
末
以
降
で
、
江
戸
時
代
は
弁べ

才ざ
い
せ
ん船
と
呼
ば
れ
る
木
造
商
船
が
国
内
海

運
の
主
力
で
し
た
。
弁
才
船
は
西
洋
の

帆
船
に
比
べ
、
シ
ン
プ
ル
な
１
本
マ
ス

ト
構
造
で
小
ぶ
り
で
し
た
が
、
性
能
が

劣
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

近
海
を
廻
る
の
に
適
し
た
、
合
理
的
で

経
済
性
の
高
い
船
で
し
た
。

　

そ
の
弁
才
船
か
ら
、
よ
り
速
い
輸
送

を
目
指
し
て
、
新
酒
の
樽
だ
け
を
専
用

に
運
ぶ
樽
廻
船
が
現
れ
ま
す
。「
積
荷
の

形
状
を
統
一
し
て
効
率
よ
く
運
ぶ
」
と

い
う
樽
廻
船
の
発
想
は
、
実
は
今
日
の

コ
ン
テ
ナ
船
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
も

の
な
の
で
す
。

　

船
の
未
来
で
す

か
？ 

こ
の
先
さ
ま

ざ
ま
な
移
動
手
段
が

生
ま
れ
る
と
し
て
も
、

地
球
の
表
面
の
70
％

が
海
に
覆
わ
れ
て
い

る
以
上
、
船
の
重
要

性
が
失
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
。

水
さ
え
あ
れ
ば
船
は

山
を
越
え
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　

船
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
水
の
浮
力

を
利
用
し
て
い
る
こ
と
。
ど
れ
ほ
ど
重

い
物
を
大
量
に
積
ん
で
も
、
非
常
に
効

率
よ
く
貨
物
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。
特
に
近
年
は
ト
ラ
ッ
ク
に

よ
る
幹
線
輸
送
を
海
運
や
鉄
道
に
転
換

し
、
環
境
負
荷
を
軽
減
す
る
モ
ー
ダ
ル

シ
フ
ト
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

周
囲
を
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
日
本
だ
か

ら
こ
そ
、
船
が
果
た
す
役
割
は
よ
り
大

き
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
２
０
２
０
年
６
月
10
日
取
材
）

1現代の暮らしを支える大型コンテナ船。日本の貿易量
の99.6％は海上輸送が担っている
2日本初のコンテナ船「箱根丸」。1968年（昭和43）8月、
三菱重工業神戸造船所で竣工し、カリフォルニア航路に
就航（12提供：日本郵船株式会社）
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日本の貿易量における輸送の割合
出典：公益財団法人 日本海事広報協会『日本の海運 
SHIPPING NOW 2019-2020』を参考に編集部作成

海上輸送
99.6%

航空輸送
0.4%


