
２１世紀の

横浜の「みなと」を考える

市
民
が
見
る
横
浜
の
都
市
像

「
海
と
港
」
が
生
み
出
す

横
浜
の
都
市
イ
メ
ー
ジ

　
横
浜
と
い
え
ば
「
海
と
港
」
で
あ
り
、
そ
れ

が
横
浜
の
一
番
の
魅
力
だ
と
多
く
の
市
民
が
思

っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
「
横
浜
を
最
も
よ
く
あ
ら
わ
す
イ

メ
ー
ジ
は
何
か
」
と
い
う
平
成
1
1
年
度
の
市
民
意

識
調
査
の
質
問
に
対
し
て
は
、
７
割
近
い
市
民
が

「
海
と
港
」
と
答
え
て
い
る
。
次
に
多
い
の
が
「
異

国
情
緒
・
国
際
都
市
」
で
、
「
住
宅
・
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
」
は
２
・
１
％
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
ら
に
横
浜
の
都
市
全
体
の
魅
力
に
つ
い
て

聞
い
た
平
成
２
年
の
市
民
生
活
行
動
調
査
で
は
、

「
海
や
港
が
身
近
に
あ
る
」
こ
と
に
横
浜
の
魅
力

を
感
じ
る
と
６
割
の
市
民
が
答
え
て
お
り
、
こ

れ
も
ト
ッ
プ
で
あ
る
。

横
浜
の
イ
メ
犬
ン
と
魅
力
を
「
海
と
港
」
で
あ

る
と
思
っ
て
い
る
の
は
横
浜
市
民
だ
け
で
は
な

く
、
市
外
か
ら
横
浜
を
訪
れ
る
観
光
客
も
同
様

で
あ
る
。

　
横
浜
の
魅
力
を
観
光
客
に
尋
ね
た
調
査
で
は
、

自
由
回
答
で
合
わ
せ
て
約
３
割
（
６
２
５
人
／

2
1
0
8
人
）
が
「
海
」
や
「
港
・
港
町
」
と

答
え
て
お
り
、
「
風
景
、
建
物
、
交
通
」
や
「
買

い
物
」
、
「
利
便
性
」
と
い
っ
た
他
の
魅
力
点
と

比
べ
て
も
群
を
抜
い
て
い
る
。
（
平
成
７
年
度

横
浜
市
観
光
客
動
態
調
査
）

　
さ
ら
に
、
2
0
0
2
年
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
に

関
連
し
て
来
日
し
た
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
関
係
者

に
対
し
て
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
横
浜

に
つ
い
て
「
海
辺
の
モ
ダ
ン
な
港
町
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
記
者
が
多
か
っ
た
。

　
９
割
を
超
え
る
横
浜
市
民
が
、
横
浜
の
イ
メ

ー
ジ
を
「
よ
い
」
と
考
え
て
い
る
（
平
成
1
1
年
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度
横
浜
市
民
意
識
調
査
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え

て
も
、
「
海
と
港
」
の
存
在
が
横
浜
の
都
市
イ
メ

ー
ジ
を
形
づ
く
り
、
そ
の
魅
力
ア
ッ
プ
に
大
い

に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
市
民
に
市
政
で
具
体
的
に
力
を

入
れ
る
べ
き
施
策
を
聞
く
と
、
港
湾
整
備
に
関

わ
る
政
策
へ
の
要
望
は
意
外
な
ほ
ど
低
い
。
平

成
1
3
年
度
の
市
民
意
識
調
査
で
は
、
「
港
湾
機
能

の
強
化
と
市
民
の
た
め
の
み
な
と
づ
く
り
」
を

要
望
す
る
と
答
え
た
人
は
わ
ず
か
２
・
７
％
に

す
ぎ
ず
、
他
の
項
目
と
比
較
し
て
も
最
下
位
に

近
い
数
字
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
市
民
が
今
の
横
浜
の
港
の
現
状
に

十
分
に
満
足
し
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い

は
自
分
の
身
近
な
生
活
と
は
関
係
な
い
と
考
え

て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考

え
る
意
味
で
も
、
ま
ず
、
横
浜
の
港
が
市
民
生

活
の
中
に
占
め
る
位
置
の
移
り
変
わ
り
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。

横
浜
の
港
の
変
遷

　
横
浜
の
港
の
変
遷
を
市
民
生
活
と
の
か
か
わ

り
の
中
で
考
え
る
と
、
大
き
く
４
つ
の
時
期
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
期
は
開
港
か
ら
震

災
ま
で
の
時
期
、
第
２
期
は
震
災
後
か
ら
第
２

次
世
界
大
戦
、
第
３
期
は
戦
後
の
接
収
を
経
て

昭
和
5
0
年
代
ま
で
の
時
期
、
第
４
期
が
昭
和
6
0

年
代
か
ら
現
在
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。

　
第
１
期
は
、
「
文
明
開
化
の
玄
関
口
」
と
し
て
、

世
界
か
ら
日
本
に
移
入
さ
れ
る
人
・
モ
ノ
・
情

報
の
ほ
と
ん
ど
が
横
浜
港
か
ら
わ
が
国
へ
入
っ

て
き
た
時
代
で
あ
る
。
わ
が
国
の
新
聞
、
写
具
、

ビ
ー
ル
、
石
鹸
な
ど
が
横
浜
で
生
ま
れ
、
さ
ら

に
ガ
ス
灯
、
上
下
水
道
、
電
信
、
郵
便
、
鉄
道

な
ど
の
技
術
が
横
浜
で
取
り
入
れ
ら
れ
、
全
国

に
広
か
っ
て
い
っ
た
。

　
開
港
当
時
の
横
浜
は
、
幕
府
か
ら
特
別
な
権

利
を
得
た
豪
商
の
ほ
か
に
、
横
浜
に
新
生
の
希

望
を
求
め
て
裸
一
貫
で
や
っ
て
き
た
若
く
野
心

に
満
ち
た
商
人
た
ち
が
、
た
く
さ
ん
集
ま
り
活

躍
し
た
場
で
も
あ
る
。
商
港
と
し
て
の
横
浜
は
、

彼
ら
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
横
浜
か
ら
は
生
糸
、
茶
、
海
産
物
が
輸
出
さ

れ
、
綿
織
物
、
毛
織
物
、
砂
糖
、
そ
の
他
が
輸

入
さ
れ
た
が
、
当
初
こ
れ
ら
の
商
品
は
す
べ
て

外
国
商
館
の
手
を
通
し
て
日
本
に
入
り
、
価
格

や
取
引
条
件
は
彼
ら
の
思
い
通
り
に
決
め
ら
れ

て
い
た
。
い
わ
ば
植
民
地
貿
易
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
『
横
浜
商
人
』
た
ち
は
結
束
し

て
外
国
商
人
に
対
抗
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

結
果
、
明
治
６
年
に
は
、
「
生
糸
改
会
社
」
を
作

っ
て
「
生
糸
貿
易
」
か
ら
外
国
商
人
の
圧
力
を

追
放
し
、
ま
た
、
「
四
商
会
社
」
を
設
立
し
、
生

糸
に
限
ら
ず
茶
、
舶
来
品
、
雑
貨
に
至
る
ま
で
、

あ
ら
ゆ
る
貿
易
取
引
を
外
商
の
手
か
ら
横
浜
商

人
の
手
に
握
ろ
う
と
努
力
し
た
。
こ
う
し
た
横
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浜
商
人
の
若
々
し
い
活
動
力
が
、
日
本
に
お
け

る
貿
易
自
主
権
の
確
立
や
「
自
立
都
市
」
と
し

て
の
横
浜
の
発
展
の
礎
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、

全
国
の
輸
入
貿
易
総
額
に
お
け
る
横
浜
港
の
取

り
扱
い
が
、
常
に
4
0
～
7
0
％
の
高
い
比
率
を
占

め
て
い
た
と
い
う
事
実
と
あ
わ
せ
て
、
日
本
に

お
け
る
貿
易
港
都
・
横
浜
の
地
位
を
明
確
に
示

す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
震
災
と
金
融
恐
慌
に
よ
っ
て
転

機
を
迎
え
る
。
震
災
に
よ
り
横
浜
の
港
湾
施
設

は
壊
滅
し
、
さ
ら
に
昭
和
初
期
の
金
融
恐
慌
に

よ
っ
て
、
明
治
以
来
の
横
浜
資
本
の
銀
行
が
つ

ぶ
れ
、
初
期
の
生
糸
貿
易
を
中
心
と
し
た
横
浜

商
人
の
ビ
ジ
ネ
ス
は
全
滅
す
る
。

　
同
時
に
港
の
機
能
も
、
商
業
的
な
貿
易
拠
点

と
し
て
の
意
味
合
い
か
ら
、
工
業
発
展
の
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
の
拡
充
が
図
ら
れ
て
い
く
。
後
に

述
べ
る
よ
う
に
、
明
治
の
終
わ
り
か
ら
大
正
に

か
け
て
京
浜
臨
海
部
に
形
成
さ
れ
始
め
た
重
工

業
地
帯
と
一
体
と
な
っ
た
工
業
港
と
し
て
発
展

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
第
２
次
世
界
大
戦
と
戦
後
の
進
駐

軍
に
よ
る
接
収
に
よ
っ
て
、
港
湾
機
能
は
一
時

的
に
完
全
停
止
す
る
が
、
戦
後
一
貫
し
て
横
浜

港
の
工
業
港
と
し
て
の
性
格
は
受
け
継
が
れ
て

い
く
。

　
特
に
昭
和
2
6
年
に
は
、
港
湾
法
の
制
定
に
伴

い
、
横
浜
港
の
管
理
運
営
が
国
か
ら
横
浜
市
に

移
管
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
3
0
年
代
か
ら
始

ま
っ
た
高
度
経
済
成
長
は
貨
物
量
の
急
激
な
増

大
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
港

湾
施
設
整
備
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
た
。
取
り

扱
い
貨
物
量
の
増
加
と
と
も
に
、
貿
易
関
連
業
、

倉
庫
、
運
輸
業
な
ど
の
港
湾
物
流
関
連
産
業
、

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
な
ど
が
発
展
し
て
い

っ
た
。

　
ま
た
、
根
岸
湾
の
埋
め
立
て
が
展
開
さ
れ
、

鉄
鉱
石
や
原
油
な
ど
の
原
材
料
を
大
量
に
輸
入

し
、
製
品
化
す
る
重
化
学
工
業
、
自
動
車
産
業

な
ど
が
立
地
し
、
活
発
な
生
産
活
動
を
展
開
し

て
い
く
。
昭
和
4
8
年
に
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
起

き
る
ま
で
は
、
横
浜
経
済
の
大
半
が
港
湾
に
関

連
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
商
業
港
と
し
て
の
横
浜
港
は
、
コ
ン
テ
ナ
タ

ー
ミ
ナ
ル
の
高
規
格
化
な
ど
の
物
流
革
新
の
立

ち
後
れ
や
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
発
展
や
円
高
の
進

展
、
工
場
分
散
立
地
施
策
に
よ
る
輸
出
港
か
ら

輸
入
港
へ
の
転
換
な
ど
、
幾
多
の
困
難
や
軌
道

修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
本
牧
ふ
頭
や

大
黒
ふ
頭
な
ど
の
大
型
コ
ン
テ
ナ
化
へ
の
対
応

が
進
み
、
さ
ら
に
平
成
1
3
年
度
か
ら
は
2
1
世
紀

の
新
拠
点
と
し
て
「
南
本
牧
ふ
頭
」
の
供
用
も

開
始
さ
れ
た
。
ま
た
、
物
流
の
効
率
化
の
た
め

の
道
路
網
な
ど
の
基
盤
整
備
も
、
高
速
湾
岸
線

が
開
通
し
、
港
内
を
連
絡
す
る
臨
港
幹
線
道
路

友
看
々
と
整
備
が
進
ん
で
い
る
。

　
ま
た
、
貨
物
の
保
管
や
荷
捌
き
、
通
関
を
素

横浜港の船舶乗降人員数の推移 主要五大港貿易額比較
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早
く
行
う
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
も
進

ん
で
い
る
。

　
そ
し
て
、
横
浜
港
が
市
内
経
済
に
及
ぼ
す
経

済
効
果
は
、
現
在
で
も
相
変
わ
ら
ず
大
き
い
。

　
た
と
え
ば
、
雇
用
の
面
で
は
、
港
湾
に
関
す

る
産
業
に
勤
め
る
人
が
2
3
万
7
0
0
0
人
、
波

及
効
果
を
含
め
る
と
市
内
従
業
者
の
実
に
2
9
・

９
％
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
港
に
関
わ
る

産
業
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
付
加
価
値
は
、

直
接
効
果
だ
け
で
２
兆
3
5
0
0
億
円
と
、
横

浜
市
内
総
生
産
の
1
9
・
５
％
を
占
め
、
波
及
効

果
を
含
め
る
と
3
1
・
４
％
に
達
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て
も
、
港
が
横

浜
経
済
の
礎
石
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
振
興
に
つ
い
て
市
民
の
関
心
が
比
較
的
低
い

と
し
た
ら
、
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
原
因
が
考

え
ら
れ
る
。

　
１
つ
は
、
港
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
計
画
に
よ
っ
て
、

造
船
所
や
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
な
ど
産
業
基
盤
と
し

て
の
港
湾
施
設
が
、
都
心
臨
海
部
か
ら
市
民
の

眼
が
届
き
に
く
い
沖
合
へ
と
拡
張
し
て
い
る
こ

と
、
港
湾
労
働
の
機
械
化
に
よ
っ
て
『
港
で
働
く
』

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
に
く
く
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
距
離
的
に
も
経

済
生
活
の
上
で
も
港
か
ら
遠
い
郊
外
部
に
住
む

市
民
が
増
え
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

と
り
わ
け
大
き
な
理
由
は
、
輸
送
手
段
の
変
化

に
伴
い
多
く
の
人
が
出
入
り
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
情
報
や
文
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
「
人
の

港
」
と
し
て
の
横
浜
港
の
機
能
が
脆
弱
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
旅
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
港
の
機

能
は
、
明
治
半
ば
以
降
、
横
浜
港
か
ら

欧
州
、
北
米
、
豪
州
に
向
け
て
の
遠
洋

航
路
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。

　
特
に
明
治
3
1
年
に
開
設
さ
れ
た
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
航
路
は
太
平
洋
の
花
形

航
路
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
横
浜

は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
、
客
船
航

路
と
し
て
欧
米
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ

に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
港
と
し
て
の
地

位
を
確
立
し
続
け
る
。

　
こ
の
旅
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
な
る
こ
と

で
形
成
さ
れ
た
「
客
船
文
化
」
が
、

港
・
横
浜
の
都
市
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
果
た
し

た
役
割
は
大
き
い
。
海
外
旅
行
は
も
と
よ
り
、

留
学
や
移
民
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
旅
立

ち
と
別
れ
の
風
景
を
「
新
港
ふ
頭
４
号
岸
壁
」

と
「
大
さ
ん
橋
」
が
演
出
し
た
の
で
あ
る
。
「
赤

い
靴
」
を
始
め
、
歌
に
謳
わ
れ
る
華
や
か
な
ミ

ナ
ト
横
浜
の
姿
は
、
こ
の
客
船
文
化
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

　
し
か
し
、
昭
和
3
0
年
代
に
入
る
と
航
空
機
時

代
が
到
来
し
、
旅
の
起
点
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
空

の
ミ
ナ
ト
＝
羽
田
」
に
移
っ
て
い
く
。
そ
の
象

徴
が
、
昭
和
3
5
年
の
日
本
郵
船
シ
ア
ト
ル
航
路

の
貨
客
船
「
氷
川
丸
」
の
引
退
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
も
南
米
移
民
船
な
ど
が
次
々
と
打
ち

切
ら
れ
、
現
在
、
古
き
よ
き
時
代
の
雰
囲
気
は
、

山
下
公
園
に
係
留
さ
れ
た
氷
川
丸
と
、
大
さ
ん

橋
に
不
定
期
船
と
し
て
寄
港
す
る
ク
ル
ー
ズ
船

に
残
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

明
日
の
港
づ
く
り
に
向
け
て

　
横
浜
が
「
海
と
港
」
と
い
う
都
市
イ
メ
ー
ジ

を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、

産
業
基
盤
と
し
て
の
港
の
拡
充
と
と
も
に
、
人

の
賑
わ
い
を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し

い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
文
化
を
生
み
出
す
『
港
』

を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
横
浜
市
で
も
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
、
水
際

線
の
市
民
開
放
や
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
な
ど
の
歴
史

的
な
資
産
の
活
用
な
ど
に
よ
っ
て
人
の
賑
わ
い

を
創
出
す
る
「
み
な
と
」
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

　
ま
た
近
年
、
余
暇
を
活
用
し
た
レ
ジ
ャ
ー
と

し
て
の
ク
ル
ー
ズ
が
脚
光
を
浴
び
て
お
り
、
か

つ
て
の
「
人
の
港
」
と
し
て
の
賑
わ
い
を
復
活

さ
せ
て
い
こ
う
と
、
平
成
1
4
年
に
向
け
て
大
さ

ん
橋
が
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
シ
ド

ニ
ー
の
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
に
匹
敵
す
る
フ
ォ
ル
ム

と
評
さ
れ
る
国
際
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
新
た
な

ク
ル
ー
ズ
文
化
が
花
開
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。

　
今
、
私
た
ち
は
、
か
つ
て
の
横
浜
商
人
の

「
志
」
を
思
い
起
こ
し
、
市
民
、
一
人
ひ
と
り
が

主
体
的
に
2
1
世
紀
の
横
浜
の
人
・
モ
ノ
・
情
報

の
拠
点
と
し
て
の
「
み
な
と
」
づ
く
り
に
つ
い

て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
の
住
む
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
を

持
っ
た
横
浜
の
「
ま
ち
」
か
ら
「
世
界
」
へ
と

至
る
一
つ
の
道
程
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
同
時
に
そ
れ
は
、
か
つ
て
開
港
期
の
横
浜
が

そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
都
市
づ
く
り
と
一
体
的

に
進
め
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
下
で
は
、
2
1
世
紀
の
国
際
都
市
・
横
浜
に

お
け
る
人
・
モ
ノ
・
情
報
の
交
流
拠
点
と
し
て

の
「
み
な
と
」
を
担
う
「
都
心
臨
海
部
」
と

「
京
浜
臨
海
部
」
、
そ
し
て
「
新
横
浜
新
都
心
」

と
、
あ
わ
せ
て
、
新
し
い
港
文
化
形
成
の
た
め

の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
都
市
戦
略
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
と
す
る
。
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