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「
周
五
郎
先
生
の
仕
事
場
は
、
間
門
園
の
離

れ
で
し
た
。
市
電
は
既
に
廃
止
。
根
岸
線
が
ま

だ
磯
子
ま
で
し
か
開
通
し
て
い
な
か
っ
た
頃
の

話
で
す
。
当
時
の
間
門
園
の
山
は
、
す
ぐ
下
に

本
牧
の
海
が
せ
ま
り
眺
望
絶
景
。
ま
る
で
熱
海

の
海
岸
の
よ
う
な
、
す
ば
ら
し
い
景
観
に
囲
ま

れ
、
先
生
は
仕
事
に
い
そ
し
ん
で
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
安
ら
ぎ
は
、
や
が
て
失
わ
れ
る

時
が
来
ま
す
。
根
岸
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
建
設
が

着
工
し
た
の
で
す
」

根
岸
湾
の
埋
め
立
て
を
め
ぐ
る
作
家
山
本
周

五
郎
と
飛
鳥
田
一
雄
市
長
の
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
、「
ハ
マ
ッ
コ
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で『
横
浜

散
歩
道
』（
横
浜
学
連
絡
会
議
・
発
行
）に
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

当
時
市
長
に
な
っ
た
ば
か
り
の
飛
鳥
田
が
、

周
五
郎
の
も
と
を
訪
ね
て
き
て
、
根
岸
湾
の
埋

め
立
て
計
画
の
着
工
に
つ
い
て
わ
び
る
が
、
そ

の
言
葉
に「
政
治
」を
感
じ
取
り
、
し
ら
け
て

し
ま
い
、
ご
ろ
り
と
横
に
な
っ
て
、
腕
枕
を

し
な
が
ら
話
を
聞
き
流
し
て
い
る
う
ち
に
、

う
た
た
寝
し
て
し
ま
い
、
気
づ
い
た
ら
市
長

は
帰
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。

山
本
周
五
郎
へ
の
市
長
の
言
葉
は
こ
う
だ
っ

た
と
い
う
。

「
こ
の
埋
め
立
て
工
事
に
つ
い
て
は
、
各
企

業
か
ら
今
後
絶
対
に
公
害
は
発
生
さ
せ
ま
せ

ん
と
の
確
約
を
取
っ
て
あ
り
ま
す
。
従
っ
て

先
生
の
お
仕
事
に
差
し
障
り
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
ご
容
赦
願
い
た
い
」

居
留
地
文
化
の
始
ま
り
の
地
「
根
岸
湾
」

根
岸
湾
の
渚
と
そ
れ
を
臨
む
丘（
崖
）は
、
横

浜
開
港
と
と
も
に
、
西
洋
風
の
観
光
・
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
の
海
岸
線
の
持

つ
機
能
が
、
こ
の
列
島
に
お
い
て
初
め
て
発

見
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
。
山
手
の
居
留
地
に

住
む
外
国
人
に
よ
っ
て
、
根
岸
に
乗
馬
遊
歩

道
路
や
競
馬
場
が
設
け
ら
れ
、
金
沢
区
富
岡

に
海
水
浴
場
が
開
か
れ
る
な
ど
、
か
つ
て
ペ

リ
ー
艦
隊
が「
マ
ン
ダ
リ
ン
ブ
ラ
フ
」と
し
て

絶
賛
し
た
根
岸
湾
を
望
む
崖
線
に
沿
っ
て

「
海
」を
観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と

し
て
愛
で
る
居
留
地
文
化
が
展
開
さ
れ
た
。

重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
西
洋
風
の
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
外
国
人
に
留
ま
ら
ず
、

明
治
・
大
正
期
の
政
治
家
や
文
人
、
横
浜
商

人
た
ち
に
よ
っ
て「
根
岸
湾
別
荘
文
化
」と
し

て
発
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。

お
雇
い
外
国
人
た
ち
の
居
留
地
文
化
に
学

び
、
ま
ず
こ
の
エ
リ
ア
に
着
目
し
た
の
が
、

伊
藤
博
文
や
井
上
馨
な
ど
の
明
治
の
元
勲
た

ち
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
博
文
が
金
沢

八
景
で
明
治
憲
法
の
草
案
を
練
り
、
金
沢
区

富
岡
に
別
荘
を
設
け
た
三
条
実
美
が
お
抱
え

の
絵
師
に
根
岸
湾
の
美
し
い
崖
線
を「
富
岡
海

荘
図
巻
」と
し
て
描
か
せ
た
の
は
、
そ
れ
を
象

徴
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

彼
ら
に
続
い
た
の
が
、
関
内
・
関
外
地
区

で
生
糸
貿
易
な
ど
で
成
功
し
た
横
浜
商
人
で

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
1
9
0
6
年（
明
治
39
年
）

に
原
三
渓
が
本
牧
の
地
に
開
園
し
た「
三
渓
園
」

は
、
希
代
の
名
園
と
し
て
当
時
の
根
岸
湾
別

荘
文
化
の
面
影
を
今
に
伝
え
て
い
る
。
山
本

周
五
郎
が
、
本
牧
間
門
に「
仕
事
場
」を
構
え

た
の
も
根
岸
湾
の
美
し
い
景
観
に
根
差
し
た

別
荘
文
化
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
察

さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
1
9
5
9
年（
昭
和
34
年
）か

ら
国
鉄
根
岸
線
の
延
伸
計
画
の
具
体
化
に
あ

わ
せ
て
、
中
区
間
門
町
か
ら
磯
子
区
杉
田
の

地
先
ま
で
、
埋
め
立
て
総
面
積
約
6
0
0
ha
に

及
ぶ
根
岸
湾
埋
め
立
て
計
画
が
着
工
さ
れ
た
。

「
2
5
0
万
大
横
浜
建
設
構
想
」と
し
て
知
ら
れ

る「
国
際
港
都
建
設
総
合
基
幹
計
画
」（
1
9
5

7
年
策
定
）は
、
根
岸
湾
埋
め
立
て
計
画
の
重

要
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
現
在
の
臨
海
工
業
地
帯
は
、
既
に
飽
和
に

達
し
今
後
の
工
業
用
地
は
皆
無
の
現
状
で
あ

る
。
そ
こ
で
新
た
な
用
地
と
し
て
、
大
黒
町

地
先
、
鶴
見
川
左
岸
お
よ
び
本
牧
町
地
先
の

埋
め
立
て
を
行
い
、
商
工
業
港
湾
用
地
と
し

て
活
用
す
る
。
さ
ら
に
根
岸
湾
を
第
二
の
工

業
港
湾
に
す
る
た
め
に
、
間
門
町
・
根
岸
町

地
先
、
磯
子
町
・
杉
田
地
先
の
埋
め
立
て
を

お
こ
な
い
、
臨
海
工
業
地
帯
を
造
成
す
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
に
重
化
学
工
業
を
誘
致
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
港
湾
及
び
工
業
都
市
と
し

て
横
浜
市
1
0
0
年
の
基
礎
を
築
く
こ
と
が

で
き
る
」

そ
れ
は
、
臨
海
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
梃

子
に
し
た
拠
点
開
発
方
式
に
よ
っ
て
、
横
浜

だ
け
で
な
く
、
こ
の
列
島
全
体
を「
成
長
・
拡

大
型
社
会
」へ
と
誘
う
全
国
総
合
開
発
計
画
の

始
ま
り
だ
っ
た
。
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、
風

光
明
媚
・
絶
景
の
地
と
し
て
開
港
期
の
日
本

の
避
暑
地
文
化
を
リ
ー
ド
し
た
臨
海
丘
の
手

の
景
観
だ
け
で
は
な
く
、
本
牧
・
根
岸
の
渚

そ
れ
は
根
岸
湾
か
ら
始
ま
っ
た
―
公
害
対
策
横
浜
方
式
と
環
境
行
動
都
市
―

20
年
後
の
社
会
に
つ
い
て
市
民
に
た
ず
ね
た
平
成
17
年
度
の
市
民
意
識
調
査
で
は
、
8

割
の
市
民
が「
地
球
温
暖
化
な
ど
環
境
問
題
が
い
っ
そ
う
深
刻
化
し
て
い
る
」と
答
え
て
い

る
。
こ
う
し
た
地
球
規
模
の
環
境
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
身
近
な

地
域
か
ら
具
体
的
な
行
動
を
起
こ
し
て
い
こ
う
と
横
浜
市
が
目
指
す
べ
き
都
市
像
と
し
て

掲
げ
る
の
が「
環
境
行
動
都
市
」だ
。

そ
の
中
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
海
、
川
、
丘
な
ど
の
自
然
資
源
や
、
開

港
以
来
の
近
代
建
築
、
西
洋
館
な
ど
か
ら
な
る
景
観
を
将
来
に
わ
た
っ
て
継
承
す
べ
き
横

浜
固
有
の「
環
境
」と
し
て
明
確
に
捉
え
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
維
持
保
全
す
る

だ
け
で
な
く
、
回
復
、
創
造
し
て
い
く
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
私
た
ち
、
横
浜
市
民
が
回
復
す
べ
き
横
浜
な
ら
で
は
の「
環
境
」や「
景
観
」

と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
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加
で
実
施
し
た
。
一
例
を

挙
げ
る
と
根
岸
湾
埋
立
地

の
上
空
1
5
0
m
の
と
こ

ろ
ま
で
気
球
を
あ
げ
、
は

が
き
を
つ
け
た
風
船
を
放

出
し
て
、
そ
れ
を
拾
っ
た

方
方
に
拾
っ
た
状
況
を
書

き
込
ん
で
返
信
し
て
い
た

だ
い
た
こ
と
も
あ
る
」

（『
都
市
自
治
の
構
図
』
飛

鳥
田
一
雄
・
著
）

そ
し
て
横
浜
市
で
は
、

国
の
公
害
対
策
基
本
法
の

制
定
に
先
駆
け
、
自
治
体

と
し
て
企
業
と
の
公
害
防

止
協
定
の
締
結
や
独
自
の

要
綱
・
指
針
等
に
よ
る
規

制
・
指
導
を
行
う
に
至

り
、
横
浜
市
の
公
害
防
止

に
向
け
た
徹
底
的
な
対
策

は
、「
公
害
対
策
よ
こ
は

ま
方
式
」と
し
て
全
国
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。

「
環
境
行
動
都
市
」を
か
か
げ
て

環
境
問
題
は
現
在
、
こ
う
し
た
、
企
業
が

加
害
者
で
あ
り
、
市
民
が
被
害
者
で
あ
る
と

い
う
「
成
長
・
拡
大
期
」の
よ
う
な「
わ
か
り

や
す
い
構
図
」
に
は
な
い
。

環
境
問
題
は
、
一
人
ひ
と
り
の
市
民
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で

省
資
源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
型
の
生
活
を
実
践

し
な
い
限
り
は
、
決
し
て
解
決
す
る
こ
と
の

な
い
問
題
だ
。
市
民
一
人
ひ
と
り
の
生
活
意

識
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
革
が
不
可
欠
な

の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
横
浜
市
は「
G
30
」を
目
標
に
、

市
民
の
参
画
に
よ
っ
て
廃
棄
物
の
発
生
抑
制

や
資
源
の
分
別
と
再
生
利
用
を
推
し
進
め
、

ま
た
市
職
員
が
室
内
の
冷
暖
房
温
度
を
28
℃

に
設
定
す
る
代
わ
り
に
、「
夏
は
夏
ら
し
く
」

と
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
な
ど
の
軽
装
勤
務
を
率
先

し
て
実
践
し
、
自
治
体
や
市
内
企
業
に
働
き

か
け
る
こ
と
で
、
国
を
も
動
か
し
、
昨
夏
の

「
ク
ー
ル
ビ
ズ
」の
全
国
的
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト

に
つ
な
げ
た
の
で
あ
る
。

横
浜
市
が
あ
る
べ
き
都
市
像
と
し
て
掲
げ

る「
環
境
行
動
都
市
」と
は
、
ま
ず
自
ら
の
暮

ら
し
の
あ
り
方
や
仕
事
の
あ
り
方
を
変
え
る

た
め
の
環
境
行
動
を
、
市
民
や
企
業
、
行
政

が
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
の
場
で
実
践
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
だ
。

そ
し
て
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
、

再
生
創
造
さ
れ
る
べ
き
環
境
と
は
、
市
民
生

活
の
す
ぐ
足
元
に
あ
る
環
境
＿
す
な
わ
ち「
成

長
・
拡
大
」の
時
代
に
私
た
ち
が
海
岸
線
の
埋

め
立
て
や
丘
陵
部
の
宅
地
開
発
に
よ
っ
て
多

く
を
失
っ
て
き
た
、
横
浜
の
丘（
崖
線
）の
緑
で

あ
り
、
谷
戸
の
田
園
風
景
で
あ
り
、
海
の
渚

で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
多

摩
・
三
浦
丘
陵
や
東
京
湾
、
そ
し
て
こ
の
日

本
列
島
の
大
地
と
水
と
大
気
の
つ
な
が
り
に

よ
っ
て「
地
球
環
境
」
へ
と
結
び
つ
く
も
の
で

あ
る
。

か
つ
て
の
根
岸
湾
の
渚
と
崖
線
に
象
徴
さ

れ
る
、
こ
の
都
市
の
生
成
の
歴
史
を
刻
み
、

多
様
な
市
民
の
生
活
文
化
や
生
き
物
た
ち
の

賑
わ
い
の
場
と
し
て
あ
る
自
然
環
境
を
、
ど

の
よ
う
な
形
で
守
り
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
市
民
生
活
白
書

で
は
考
え
て
み
た
い
。

を
舞
台
に
春
は
潮
干
狩
り
、
夏
は
海
水
浴
で

賑
わ
い
、
冬
は
海
苔
の
養
殖
と
い
っ
た
「
ハ

マ
ッ
子
」の
生
活
文
化
に
根
ざ
し
た
海
の
風
物

詩
の
消
失
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

根
岸
湾
か
ら
始
ま
っ
た「
公
害
対
策
よ
こ

は
ま
方
式
」

周
五
郎
の
機
嫌
は
損
ね
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
飛
鳥
田
市
長
の
言
葉
に
嘘
は
な
か
っ
た
。

当
時
、
横
浜
市
は
磯
子
・
根
岸
工
業
地
帯

に
立
地
し
た
工
場
の
排
煙
な
ど
に
よ
る
大
気

汚
染
や
健
康
被
害
に
不
安
を
抱
く
周
辺
住
民

と
と
も
に
、
徹
底
し
た
公
害
抑
制
を
目
的
と

し
て
企
業
活
動
の
監
視
・
規
制
を
行
う
。

「
私
ど
も
は
横
浜
市
の
公
害
対
策
の
実
施
に

さ
い
し
て
、
科
学
性
の
原
則
を
立
て
、
か
な

り
の
予
算
を
傾
け
て
観
測
と
調
査
と
実
験
を

試
み
、
そ
の
結
果
か
ら
予
測
デ
ー
タ
を
出
し
、

当
時
、
新
た
に
造
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
根
岸
、

本
牧
工
業
地
域
の
公
害
除
去
に
関
し
て
、
た

び
た
び
公
表
し
、
住
民
に
呼
び
か
け
、
逆
転

層
の
観
測
や
排
煙
の
高
さ
の
測
定
を
住
民
参

▲1957年当時の根岸湾

蜻1959年、杉田海岸での落ちのりひろい

▼現在の根岸湾

■第1部　12のエピソードで描く変わる横浜の市民生活と都市の姿


