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歴史編

開
港
か
ら

近
代
都
市
へ

　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
、
浦
賀
沖
に
ア
メ
リ
カ
東

イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
ペ
リ
ー
提
督
の
率
い
る
四
隻

の
軍
艦
が
現
れ
た
。
こ
れ
が
、
長
く
鎖
国
政
策
を

と
っ
て
い
た
日
本
が
、
開
国
に
向
け
て
歩
み
始
め
た

第
一
歩
と
な
る
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
の
横
浜

は
、
戸
数
百
戸
ほ
ど
の
平
凡
な
漁
村
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
六
年
後
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
、

日
米
通
商
条
約
に
よ
っ
て
横
浜
は
開
港
、
寒
村
は
一

躍
近
代
国
家
へ
飛
躍
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
表
玄
関

に
な
っ
た
。

　
先
進
地
域
で
あ
る
欧
米
の
物
、
人
、
情
報
の
す
べ

て
が
、
横
浜
に
上
陸
し
、
日
本
全
国
に
広
が
っ
て

い
っ
た
。
横
浜
に
住
む
人
々
は
、
日
本
で
誰
よ
り
も

早
く
欧
米
の
文
明
に
接
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。
「
マ
ド
ロ
ス
」
（
船
員
）
、
「
ド
ロ
ン
ケ

ン
」
（
酔
っ
払
い
）
、
「
チ
ャ
ブ
台
」
（
食
卓
）
と
い
う
流

行
語
が
生
ま
れ
、
そ
れ
は
「
横
浜
こ
と
ば
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
。

　
横
浜
か
ら
日
本
全
国
に
発
信
さ
れ
た
り
、
伝
播
し

た
の
は
言
葉
だ
け
で
は
な
い
。
西
洋
文
明
の
ほ
と
ん

ど
は
、
い
っ
た
ん
横
浜
と
い
う
ま
ち
に
根
づ
き
、
日

本
と
い
う
気
候
風
土
に
馴
れ
親
し
ん
で
か
ら
、
各
地

に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
中
に
は
、
写
真
、
新
聞
な
ど
の
通
信
メ
デ
ィ

ア
、
パ
ン
、
ビ
ー
ル
、
西
洋
野
菜
、
石
鹸
な
ど
の
食

品
や
雑
貨
、
ガ
ス
事
業
、
電
信
事
業
、
近
代
工
場
な

ど
の
各
種
産
業
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
明
治
五
年
に
は
日
本
最
初
の
鉄
道
と
し
て
、

横
浜
・
新
橋
間
に
「
陸
蒸
気
」
が
走
り
、
二
十
二
年

に
は
東
海
道
線
が
全
線
開
通
、
人
と
物
の
移
動
が
さ

ら
に
容
易
に
な
っ
た
。

　
横
浜
は
開
港
を
き
っ
か
け
に
し
て
ま
ち
づ
く
り
が

始
め
ら
れ
た
都
市
で
あ
っ
た
た
め
、
住
民
に
は
古
い

し
き
た
り
や
生
活
習
慣
を
か
た
く
な
に
守
ろ
う
と
す

る
人
が
少
な
か
っ
た
。
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
、
世
界

各
地
か
ら
横
浜
を
目
指
し
て
流
入
す
る
西
洋
文
明
を
、

積
極
的
に
吸
収
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
「
横
浜
っ
子
」
と
な
っ
た
住
民
は
、
ハ
イ
カ
ラ
な

気
風
の
下
で
、
開
明
的
で
国
際
的
な
気
質
を
育
ん
だ
。

現
在
も
な
お
、
横
浜
市
民
の
多
く
が
自
覚
し
て
い
る

「
横
浜
ら
し
さ
」
の
原
型
は
、
こ
の
時
代
に
つ
く
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
二
年
に
市
制
が
し
か
れ
、
横
浜
市
が
誕

生
し
た
。
こ
の
当
時
の
人
口
は
一
一
万
六
千
人
、
戸

数
二
万
六
千
。
す
で
に
横
浜
は
日
本
で
も
有
数
の
大

都
会
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
頃
の
横
浜
は
、
貿
易
港
と
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
す
だ
け
で
な
く
、
軽
工
業
が
発
達
し
は
じ
め

て
い
た
。
そ
し
て
日
清
・
日
露
戦
争
の
頃
か
ら
、
雑

貨
な
ど
横
浜
で
生
産
さ
れ
た
商
品
が
海
外
に
送
り
出

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
表
玄
関
」
と
し
て
日
本
の

近
代
化
に
貢
献
し
て
き
た
横
浜
は
、
産
業
都
市
と
し

て
の
機
能
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
、
新
し
い
役
割
を

担
い
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
軽
工
業
に
続
き
、
沿
岸
部
を
中
心
に
造

船
、
化
学
な
ど
日
本
の
近
代
化
を
推
進
す
る
重
工
業

が
発
展
す
る
。

　
大
正
三
年
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
、
日
本
も
参

戦
し
た
。
こ
の
大
戦
を
契
機
に
、
参
戦
国
で
は
あ
っ

た
が
戦
場
と
な
ら
な
か
っ
た
日
本
の
工
業
は
大
き
く

発
展
、
横
浜
の
産
業
も
未
曾
有
の
繁
栄
を
謳
歌
し
た
。

　
大
戦
が
終
わ
り
、
日
本
経
済
は
一
転
し
て
不
況
に

苦
し
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
さ
中
、
関
東
大
震
災
が

発
生
、
横
浜
は
は
か
り
知
れ
な
い
被
害
を
受
け
た
。

そ
の
後
「
横
浜
の
五
重
苦
」
の
筆
頭
に
数
え
ら
れ
る

こ
の
天
災
は
、
開
港
か
ら
六
十
年
余
、
順
調
に
発
展

し
て
き
た
横
浜
が
初
め
て
体
験
す
る
試
練
で
あ
っ
た
。
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横
浜
市
民
の
証
言
１
●

正
確
な
情
報
が

い
ち
ば
ん
で
す

大
久
保
喜
八
さ
ん

（
7
8
）

◆
こ
の
時
代
の
年
表

大
正
1
2
（
１
９
２
３
）
関
東
大
震
災

昭
和
元
（
１
９
２
６
）
京
浜
第
一
国
道
完
成

　
　
２
（
１
９
２
７
）
区
制
を
し
く
。
中
、
磯
子
、
神
奈
川
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
土
ヶ
谷
、
鶴
見
の
五
区
が
誕
生

　
　
３
（
１
９
２
８
）
現
在
の
横
浜
駅
が
で
き
る

市
営
バ
ス
運
行
開
始

５
（
１
９
３
０
）
山
下
公
園
開
か
れ
る

1
0
（
１
９
３
５
）
復
興
記
念
横
浜
大
博
覧
会
開
催

1
2
（
１
９
３
７
）
●
蘆
溝
橋
事
件
、
日
中
戦
争
始

　
　
　
　
　
　
ま
る

1
4
（
１
８
３
９
）
港
北
区
、
戸
塚
区
誕
生

1
6
（
１
９
４
１
）
●
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る

◆
こ
の
時
代
の
年
表

安
政
６
（
１
８
５
９
）
横
浜
開
港

文
久
２
（
１
８
６
２
）
生
麦
事
件

明
治
３
（
１
８
７
０
）
「
横
浜
毎
日
新
聞
」
発
刊

　
　
４
（
１
８
７
１
）
廃
藩
置
県
、
神
奈
川
県
に
編
入

　
　
５
（
１
８
７
２
）
横
浜
・
新
橋
間
に
鉄
道
開
通

　
　
2
2
（
１
８
８
９
）
●
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
制
を
し
く

　
　
2
7
（
１
８
９
４
）
●
日
清
戦
争
お
こ
る

　
　
3
7
（
１
９
０
４
）
●
日
露
戦
争
お
こ
る

　
　
4
2
（
１
９
０
９
）
開
港
五
十
年
記
念
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
歌
・
市
章
で
き
る

大
正
３
（
１
９
１
４
）
●
第
一
次
世
界
大
戦
お
こ
る

　
　
1
0
（
１
９
２
１
）
市
内
電
車
が
市
営
と
な
る



　
根
岸
は
江
戸
時
代
か
ら
の
農
漁
村
で
、
う
ち
も
親

父
の
代
ま
で
は
漁
業
と
畑
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

　
大
震
災
は
小
学
校
六
年
生
の
時
で
ね
。
う
ち
は
八

人
兄
弟
に
両
親
・
祖
父
母
と
家
族
が
多
か
っ
た
ん
だ

け
ど
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら
、
み
ん
な
も
う
昼

御
飯
を
す
ま
せ
て
昼
寝
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
ん
で

す
。
そ
こ
で
一
人
で
御
飯
を
食
べ
て
い
た
ら
、
や
っ

て
き
た
。
ド
ス
ー
ン
と
地
響
き
が
し
て
グ
ラ
グ
ラ
ッ

と
揺
れ
て
ね
。
あ
れ
は
す
ご
い
音
で
し
た
よ
。

ち
ょ
っ
と
形
容
し
が
た
い
で
す
。

　
あ
わ
て
て
大
黒
柱
に
し
が
み
つ
い
て
外
を
見
た
ら
、

近
所
の
人
た
ち
が
み
ん
な
庭
の
植
木
に
つ
か
ま
っ
て

て
ね
。
電
信
柱
は
し
な
っ
て
、
も
う
地
面
に
つ
き
そ

う
に
な
っ
て
い
た
。
で
も
、
あ
の
辺
り
は
岩
盤
だ
っ

た
の
で
潰
れ
た
家
も
な
く
、
昼
時
を
過
ぎ
て
い
た
の

と
カ
マ
ド
が
母
屋
か
ら
離
れ
て
い
た
の
で
火
事
も
出

ず
で
、
被
害
の
点
で
は
非
常
に
恵
ま
れ
た
で
す
ね
。

そ
れ
で
も
裏
山
の
崖
が
崩
れ
て
、
生
き
た
心
地
が
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
山
ご
し
に
見
る
と
、
関
内
の

方
は
も
の
す
ご
い
煙
り
が
立
っ
て
ん
で
す
。
す
ぐ
火

事
が
起
こ
っ
て
、
疾
風
が
起
こ
っ
て
、
旋
風
が
起
き

て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
み
ん
な
燃
え
ち
ゃ
っ
た
ん
で

す
ね
。
津
波
は
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
近
く
の
海
岸

に
は
、
毎
日
、
大
き
な
材
木
と
一
緒
に
何
十
体
も
遺

体
が
流
れ
つ
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
南
の
海
越
し
に
は
横
須
賀
の
軍
港
が

見
え
る
ん
だ
け
ど
、
あ
そ
こ
も
燃
え
て
い
る
。
そ
の

灰
が
風
に
乗
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
降
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ど
ろ
ど
ろ
に
溶
け
た
蝋
の
固
ま
り
が
横
須

賀
か
ら
流
れ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
拾
っ
て
竹
筒
に

流
し
込
ん
で
ロ
ー
ソ
ク
を
た
く
さ
ん
作
り
ま
し
た
よ
。

夜
は
真
っ
暗
闇
で
し
た
か
ら
。

　
大
地
震
の
後
、
半
月
ほ
ど
続
い
た
余
震
も
も
の
す

ご
く
て
ね
。
う
ち
は
隣
は
広
場
だ
っ
た
ん
で
、
そ
こ

の
ケ
ヤ
キ
の
根
元
に
み
ん
な
避
難
し
て
、
あ
れ
で
一

週
間
く
ら
い
暮
ら
し
ま
し
た
か
ね
え
。
家
に
は
怖
く

て
入
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
の
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家

の
庭
に
蚊
帳
を
つ
っ
て
、
そ
の
中
で
寝
ま
し
た
。

　
関
内
の
方
か
ら
、
怪
我
を
し
た
人
た
ち
が
親
戚
を

頼
っ
て
た
く
さ
ん
逃
げ
て
き
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
人

た
ち
が
、
食
べ
る
物
が
何
も
な
い
か
ら
、
通
り
す
が

り
に
畑
の
も
の
み
ん
な
持
っ
て
っ
ち
ゃ
っ
て
ね
。
親

父
は
、
「
う
ち
の
畑
の
も
の
で
皆
さ
ん
が
助
か
る
な

ら
結
構
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
っ
て
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
に
外
国
か
ら
の
援
助
で
外
米
な
ど
の
配
給
が
あ
っ

た
の
で
、
飢
え
ず
に
す
み
ま
し
た
け
ど
ね
。

　
余
震
も
怖
か
っ
た
け
ど
、
も
っ
と
怖
か
っ
た
の
は

デ
マ
。
「
朝
鮮
人
が
暴
動
を
起
こ
し
た
」
と
か
「
井

戸
に
毒
を
入
れ
て
い
る
」
と
い
う
デ
マ
が
、
し
ば
ら

く
し
て
か
ら
青
年
団
や
町
の
世
話
人
な
ど
か
ら
伝
え

ら
れ
て
、
す
ぐ
自
警
団
が
つ
く
ら
れ
、
大
騒
ぎ
で
し

た
。
う
ち
は
、
根
岸
の
競
馬
場
の
側
に
畑
が
あ
っ
て
、

親
父
は
そ
こ
へ
行
く
の
に
日
本
刀
を
差
し
て
行
き
ま

し
た
よ
。
後
か
ら
考
え
れ
ば
馬
鹿
ら
し
い
話
で
も
、

電
気
も
来
な
い
、
正
確
な
情
報
も
入
ら
な
い
状
態
の

中
で
は
、
ほ
ん
と
ら
し
く
聞
こ
え
る
ん
で
す
ね
。
ど

う
し
て
そ
ん
な
デ
マ
に
み
ん
な
簡
単
に
ひ
っ
か
か
っ

た
か
と
い
う
と
、
当
時
は
お
隣
の
朝
鮮
を
日
本
は
植

民
地
に
し
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
そ
し
て
威
張
っ
て

ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
日
本
人
が
多
か
っ
た
の
で
、
み

ん
な
何
と
な
く
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
そ
の
気
持
ち
を
逆
に
利
用
し
て
悪
い
こ
と
を
し

た
人
が
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
結
果
、
集
団
ヒ
ス
テ

リ
ー
状
態
に
陥
っ
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
各
地
で
罪

も
な
い
人
が
た
く
さ
ん
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

す
。
だ
か
ら
、
デ
マ
の
被
害
の
方
が
地
震
よ
り
何
倍

も
怖
い
で
す
よ
。

　
僕
は
こ
う
い
う
経
験
が
あ
る
も
ん
だ
か
ら
、
老
人

会
や
町
内
の
防
災
訓
練
の
時
な
ど
に
、
地
震
の
こ
と

を
い
ろ
い
ろ
研
究
し
て
話
を
し
て
い
る
ん
だ
け
ど
、

最
近
は
若
い
人
の
関
心
が
低
く
て
、
防
災
訓
練
に
出

て
こ
な
い
人
が
多
い
ん
で
す
よ
。
で
も
知
識
が
な
い

と
、
い
ざ
と
い
う
と
き
あ
わ
て
て
、
ま
た
デ
マ
に

ひ
っ
か
か
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
ね
。
正
確
な
情
報
、

こ
れ
が
一
番
で
す
。
　
　
（
神
奈
川
区
白
楽
在
住
）
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関
東
大
震
災
か
ら

昭
和
初
期
の
繁
栄

　
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
一
日
の
関
東
大
震

災
は
、
こ
の
日
だ
け
で
二
三
七
回
、
翌
二
日
に
は
九
一

回
、
九
月
中
の
震
動
数
七
二
一
回
と
い
う
大
地
震
で

あ
っ
た
。
地
震
は
市
民
を
殺
傷
し
建
物
や
道
路
を
破
壊

し
た
だ
け
で
な
く
、
火
災
を
発
生
さ
せ
る
な
ど
、
被
害

は
広
範
囲
に
お
よ
ん
だ
。
そ
し
て
大
震
災
は
、
開
港
後

発
展
を
続
け
て
い
た
横
浜
に
潰
滅
的
な
打
撃
を
与
え
た
。

　
全
人
口
約
四
五
万
人
の
う
ち
死
者
・
行
方
不
明
者
二

万
三
三
三
五
人
、
そ
の
他
重
軽
傷
者
な
ど
を
加
え
る
と

約
三
九
万
人
、
罹
災
関
係
総
人
口
は
四
一
万
人
に
上

っ
て
い
る
。
被
災
面
積
は
、
一
三
〇
九
万
㎡
で
、
こ
れ

は
横
浜
全
市
の
ほ
ぼ
八
割
に
お
よ
ぶ
。

　
被
害
も
大
き
か
っ
た
が
、
焼
け
野
原
か
ら
立
ち
直
る

の
も
早
か
っ
た
。
蚕
糸
貿
易
復
興
会
、
横
浜
市
復
興
会

が
結
成
さ
れ
、
一
年
後
に
は
ほ
ぼ
八
割
が
復
興
す
る
。

　
大
震
災
か
ら
の
復
興
と
と
も
に
、
広
い
視
野
に
立
っ

た
都
市
計
画
と
都
市
基
盤
の
整
備
も
活
発
に
行
わ
れ
た
。

大
正
初
期
か
ら
始
ま
っ
た
埋
立
事
業
も
進
展
、
湾
岸
地

区
は
京
浜
工
業
地
帯
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
。

こ
れ
に
伴
い
、
横
浜
の
軽
工
業
、
重
化
学
工
業
も
一
大

飛
躍
を
遂
げ
る
。
開
港
以
来
長
く
商
業
港
と
し
て
発
展

し
て
き
た
横
浜
港
は
、
商
工
業
港
へ
と
変
貌
し
た
。

　
し
か
し
、
昭
和
初
め
の
大
恐
慌
で
横
浜
の
工
場
は
火

の
消
え
た
よ
う
に
な
る
。
ど
ん
底
の
経
済
に
刺
激
を
与

え
た
の
は
昭
和
六
年
の
満
州
事
変
で
あ
っ
た
。
日
本
経

済
は
軍
需
景
気
に
よ
っ
て
息
を
吹
き
か
え
す
。

学校か焼けたため、学舎は“青空教室”「横浜開港資料館所蔵」

【朝鮮人暴動の流言と迫害】

　市内のほとんどが潰滅状態になり、火災と余震に襲われ

続けた市民は不安な状態であった。この混乱のなかで夜に

入ると、警察などによって「朝鮮人が井戸に毒を入れる・

暴動を起こす」などというデマが流された。警察は地域の

治安を守るという名目で在郷軍人会や青年会などを母体に

して、町内に自警団を組織させ、武器を貸与した。

　政府は戒厳令を発動させ、軍隊を横浜にも派遣した。そ

の軍隊や警察、自警団の中に朝鮮人を見ると理由もなく殺

害するという行為に走ったものもあり、横浜市内だけでも

多数の犠牲者を出してしまった。この事件の背景には一九

一九年三月一日に起きた、朝鮮民族の日本の植民地支配か

らの独立運動（三・一独立運動）等朝鮮民族の抵抗に対す

る日本人の恐怖心と差別意識があった。

（『横浜の歴史』中学生用　横浜市教育委員会より）
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市
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伊
勢
佐
木
町

今
昔

黒
沢
　
力
さ
ん
（
8
8
）
み
つ
ほ
さ
ん
（
8
4
）

　
「
横
浜
に
は
十
五
の
歳
に
来
た
ん
で
す
。
震
災
は

十
八
の
時
だ
っ
た
ね
。
実
家
は
茨
城
県
。
イ
ト
コ
が

伊
勢
佐
木
町
で
紳
士
物
の
洋
服
屋
を
開
い
て
い
た
の

で
、
住
み
込
み
の
小
僧
と
し
て
来
た
の
。

　
小
僧
生
活
は
大
変
だ
よ
。
子
ど
も
の
オ
ム
ツ
の
洗

濯
か
ら
掃
除
ま
で
、
な
ん
で
も
や
ら
さ
れ
た
。
御
飯

は
い
つ
も
す
え
た
臭
い
の
す
る
残
り
御
飯
ば
か
り
。

夜
は
十
一
時
、
十
二
時
過
ぎ
ま
で
人
通
り
が
あ
っ
た

か
ら
、
店
を
し
ま
っ
て
風
呂
に
行
く
の
は
、
い
つ
も

夜
中
の
二
時
か
三
時
。
七
時
に
は
起
き
て
す
ぐ
開
店
。

給
料
？
　
そ
ん
な
も
の
は
な
い
よ
。
休
み
は
薮
入
り

の
時
く
ら
い
。
そ
の
日
は
、
新
し
い
着
物
と
ゲ
タ
と

五
十
銭
も
ら
っ
て
、
浅
草
で
映
画
だ
よ
。
神
奈
川
の

人
は
み
ん
な
伊
勢
佐
本
町
に
遊
び
に
来
た
け
ど
、

こ
っ
ち
は
や
っ
ぱ
り
浅
草
だ
ね
。
震
災
後
し
ば
ら
く

荷
車
引
っ
張
っ
て
露
店
を
出
し
て
、
そ
の
稼
ぎ
で
千

円
貯
め
た
ん
だ
け
ど
、
知
ら
な
い
間
に
主
人
が
み
ん

な
遊
び
に
遣
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
」
（
力
さ
ん
）

　
「
昭
和
七
年
に
あ
た
し
が
同
じ
郷
里
か
ら
嫁
い
で

き
た
時
は
、
だ
か
ら
フ
ト
ン
一
枚
、
ハ
シ
一
本
な
い

と
こ
ろ
に
来
た
わ
け
ね
。
当
時
は
世
界
恐
慌
の
あ
と

の
不
景
気
が
続
い
て
た
ん
だ
け
ど
、
こ
の
町
だ
け
は

す
ご
い
賑
わ
い
だ
っ
た
。
あ
の
頃
、
戸
塚
で
も
平
塚

で
も
、
こ
こ
に
来
な
い
と
物
が
買
え
な
か
っ
た
か
ら

ね
。
鎌
倉
、
小
田
原
あ
た
り
か
ら
も
来
た
の
。
当
時

は
伊
勢
佐
木
町
と
い
え
ば
都
会
も
都
会
、
大
都
会

だ
っ
た
の
よ
。
と
に
か
く
、
店
の
前
の
通
り
を
向
こ

う
側
に
渡
っ
た
ら
、
帰
っ
て
く
る
の
が
大
変
な
く
ら

い
す
ご
い
人
出
な
の
。
朝
か
ら
『
い
ら
っ
し
ゃ
い
、

い
ら
っ
し
ゃ
い
』
と
大
騒
ぎ
で
ね
。

　
震
災
後
に
大
家
さ
ん
が
四
間
間
口
の
長
屋
を
建
て

て
ね
、
二
階
建
て
の
瓦
屋
根
が
続
く
、
そ
れ
は
立
派

な
ま
ち
並
み
だ
っ
た
。
家
賃
は
五
十
円
。
九
年
に
独

立
し
た
ん
だ
け
ど
、
こ
の
五
十
円
を
払
う
の
が
大
変

で
ね
。
月
に
百
五
十
円
、
二
百
円
稼
ぐ
の
が
精
一
杯

で
、
食
う
や
食
わ
ず
、
欲
し
い
も
の
も
我
慢
す
る
毎

日
だ
っ
た
。
大
晦
日
は
朝
五
時
ま
で
店
を
や
っ
た
わ
。

借
金
取
り
が
ズ
ラ
ッ
と
店
先
に
並
ん
で
い
る
ん
だ
も

の
。
そ
の
頃
の
楽
し
み
は
、
働
い
て
家
賃
を
無
事
払

う
こ
と
だ
け
。
昭
和
十
三
年
に
よ
う
や
く
店
を
買
え

た
の
で
、
さ
あ
頑
張
ろ
う
と
思
っ
て
大
晦
日
に
お
金

を
数
え
た
ら
、
も
う
支
払
い
は
全
部
す
ん
だ
の
に

い
っ
ぱ
い
お
金
が
残
っ
た
の
。
い
ま
ま
で
や
っ
て
て
、

あ
の
年
だ
け
ね
、
お
金
が
残
っ
た
の
は
。
あ
の
時
は

う
れ
し
か
っ
た
あ
。

　
昔
は
『
や
ま
と
り
』
と
い
う
歩
合
で
働
く
人
た
ち

が
い
て
、
そ
の
頃
は
、
暮
れ
に
な
る
と
う
ち
に
も
十

人
く
ら
い
『
や
ま
と
り
』
の
人
た
ち
が
来
た
の
。
昔

は
い
ち
い
ち
客
と
値
段
の
駆
け
引
き
だ
か
ら
、
え
ら

い
騒
ぎ
だ
っ
た
け
ど
、
面
白
か
っ
た
。

　
そ
の
あ
と
は
戦
争
が
始
ま
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
景
気

が
悪
く
な
っ
て
。
鎌
倉
に
疎
開
し
て
い
て
、
終
戦
後

戻
る
の
が
遅
く
な
っ
て
い
た
ら
、
強
制
疎
開
で
立
ち

退
き
に
あ
っ
た
う
ち
の
店
は
、
結
局
た
だ
で
取
ら
れ

ち
ゃ
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
町
内
会
長
さ
ん
が
気
の
毒

が
っ
て
、
い
ま
の
五
丁
目
の
土
地
を
確
保
し
て
く
れ

た
の
ね
。
で
も
当
時
は
一
人
一
四
坪
と
決
め
ら
れ
て

い
た
か
ら
、
二
間
間
口
の
店
し
か
つ
く
れ
な
か
っ
た

の
。
そ
の
ま
ま
戻
れ
な
い
人
も
多
か
っ
た
わ
ね
。
す

ぐ
裏
が
米
軍
の
接
収
に
あ
っ
て
、
飛
行
場
が
で
き

ち
ゃ
っ
て
ね
。
商
売
は
古
着
し
か
売
る
も
の
は
な

か
っ
た
け
ど
、
な
ん
で
も
よ
く
売
れ
た
わ
。
自
分
の

着
物
も
ど
ん
ど
ん
売
っ
て
し
ま
っ
た
く
ら
い
。
昭
和

三
十
五
年
く
ら
い
ま
で
は
よ
か
っ
た
け
ど
、
あ
と
は

だ
ん
だ
ん
下
り
坂
に
な
っ
て
、
い
ま
は
ま
る
っ
き
り

ね
。
昔
の
こ
と
が
嘘
み
た
い
。

　
い
ま
で
も
朝
一
時
に
起
き
て
、
直
し
の
針
仕
事
。

ま
だ
眼
鏡
な
し
で
や
れ
る
の
よ
」
（
み
つ
ほ
さ
ん
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
区
伊
勢
佐
木
町
在
住
）

こ
の
時
代
の
年
表

昭
和
1
6
（
１
９
４
１
）
●
太
平
洋
戦
争
勃
発

　
　
1
7
（
１
９
４
２
）
初
め
て
の
空
襲
が
あ
る

　
　
1
8
（
１
９
４
３
）
南
区
誕
生

　
　
1
9
（
１
９
４
４
）
学
童
疎
開
始
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
区
誕
生

　
　
2
0
（
１
９
４
５
）
大
空
襲
で
横
浜
中
心
部
全
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
降
伏

　
　
2
1
（
１
９
４
６
）
●
日
本
国
憲
法
公
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
六
三
制
教
育
ス
タ
ー
ト

　
　
2
3
（
１
９
４
８
）
金
沢
区
誕
生

　
　
2
4
（
１
９
４
９
）
日
本
貿
易
博
覧
会
、
現
在
の
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
公
園
で
開
催

　
　
2
5
（
１
９
５
０
）
横
浜
国
際
港
都
建
設
法
公
布

　
　
2
8
（
１
９
５
３
）
第
一
回
み
な
と
祭
開
催

　
　
3
3
（
１
９
５
８
）
開
港
百
年
記
念
祭
開
催

戦
災
と
接
収
の
時
代

　
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
、
第
二
次
世
界
大
戦

が
勃
発
、
十
九
年
か
ら
は
編
隊
を
組
ん
で
来
襲
し
た

米
軍
機
が
主
に
軍
事
施
設
を
空
襲
、
や
が
て
目
標
は

市
街
地
に
拡
大
さ
れ
た
。

　
日
本
最
大
の
港
湾
都
市
で
あ
り
、
工
場
地
帯
の
多

い
横
浜
も
目
標
と
な
る
。
横
浜
は
た
び
重
な
る
空
襲

に
よ
っ
て
、
文
字
通
り
焦
土
と
化
し
た
。

　
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
の
受
諾
に
よ
っ
て
空
襲
の
恐
ろ
し
さ
は
な
く
な
っ

た
。
だ
が
次
に
は
進
駐
軍
の
接
収
が
市
民
を
苦
し
め

る
こ
と
に
な
る
。
進
駐
軍
は
戦
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
建

物
な
ど
の
明
け
渡
し
を
次
々
と
命
令
、
山
下
公
園
、

根
岸
競
馬
場
な
ど
中
心
部
は
ほ
と
ん
ど
接
収
、
全
国

の
土
地
接
収
面
積
の
六
二
・
二
七
％
を
横
浜
が
占
め

た
。

　
昭
和
二
十
五
年
十
月
、
市
の
人
口
は
約
九
五
万
人

132

空襲の後の焼け野原

【横浜を焼け野原にした空襲】

　横浜は昭和17年4月18日から20年8月13日までに25回の空襲を受

けている。このうち20年5月29日の大空襲で横浜は壊滅した。これら

の空襲による横浜全体の被害状況は、市街地焼失面積が全体の41％、

罹災人口が全体の38％、2万人に近い市民が猛火の中で死亡した。
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留
守
家
族
を

守
る
の
に

必
死
だ
っ
た
ね

山
田
歌
吉
さ
ん
（
9
0
）

　
僕
は
ね
、
生
ま
れ
は
鎌
倉
な
の
。
父
親
は
鎌
倉
の

大
地
主
。
震
災
の
時
は
十
九
歳
で
、
就
職
の
た
め
の

健
康
診
断
を
受
け
に
野
毛
山
の
病
院
に
行
っ
て
た
わ

け
。
そ
こ
へ
あ
の
大
地
震
な
ん
だ
よ
。

　
僕
は
ほ
う
ほ
う
の
態
で
鎌
倉
へ
帰
っ
た
ん
だ
け
ど
、

相
生
町
の
姉
の
家
に
行
っ
て
た
母
親
が
家
の
下
敷
き

に
な
っ
て
ね
、
焼
け
死
ん
じ
ゃ
っ
た
。
そ
れ
で
、
僕

は
が
っ
く
り
き
ち
ゃ
っ
て
、
悲
し
く
て
江
の
島
に

行
っ
て
自
殺
し
よ
う
と
し
た
の
。
江
の
島
で
最
後
の

写
真
を
撮
り
、
家
に
送
っ
て
か
ら
海
に
飛
び
こ
ん
だ

ん
だ
け
ど
、
気
が
付
い
た
ら
岸
に
あ
が
っ
て
ん
だ
よ
。

考
え
た
ら
、
僕
は
水
泳
の
選
手
だ
っ
た
ん
だ
。

　
そ
れ
で
就
職
は
よ
し
て
、
横
浜
の
元
浜
町
に
地
所

が
あ
っ
た
し
、
僕
は
文
学
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
自
分

の
本
を
つ
く
ろ
う
と
印
刷
屋
を
始
め
た
の
。
仕
事
は

職
工
さ
ん
に
ま
か
せ
て
、
僕
は
青
年
団
を
こ
さ
え
て

ね
、
一
所
懸
命
や
っ
て
た
か
ら
、
そ
の
縁
で
注
文
も

と
ら
な
い
の
に
仕
事
は
ど
ん
ど
ん
き
た
。
そ
れ
で
二

十
代
で
関
内
の
印
刷
組
合
の
組
合
長
に
な
っ
た
ん
で

す
。

　
そ
の
う
ち
に
戦
争
に
な
っ
て
、
印
刷
所
は
平
和
産

業
だ
か
ら
資
材
供
出
さ
せ
ら
れ
て
ね
。
組
合
長
が
率

先
し
て
供
出
し
て
く
れ
と
い
わ
れ
、
機
械
や
な
ん
か

全
部
供
出
し
て
印
刷
所
を
や
め
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、

大
政
翼
賛
会
の
仕
事
を
頼
ま
れ
て
ね
。
壮
年
団
を
組

織
し
、
中
華
街
の
生
ゴ
ミ
を
集
め
て
横
浜
公
園
で
ブ

タ
を
飼
っ
た
り
、
農
業
の
先
生
と
農
家
を
回
っ
て
多

収
穫
の
方
法
を
講
義
し
た
り
、
夜
、
電
気
を
つ
け
て

い
る
家
が
な
い
か
見
回
っ
た
り
。
何
と
か
留
守
家
族

を
守
ら
な
く
て
は
と
必
死
だ
っ
た
ね
。
忙
し
く
て
、

家
で
御
飯
を
食
べ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
。
僕
が
長

寿
な
の
は
毎
朝
水
を
か
ぶ
っ
て
い
る
か
ら
だ
け
ど
、

き
っ
か
け
は
兵
隊
さ
ん
へ
の
慰
問
袋
。
こ
れ
が
だ
ん

だ
ん
買
え
な
く
な
っ
た
の
で
、
代
わ
り
に
野
毛
山
の

お
不
動
さ
ん
で
兵
隊
さ
ん
の
無
事
を
祈
っ
て
み
ん
な

で
水
を
か
ぶ
る
こ
と
に
し
た
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
れ

が
、
夏
で
も
ひ
ど
く
冷
た
く
て
ね
。
結
局
、
続
か
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
僕
一
人
だ
け
で
家
で
続
け
る
こ
と

に
し
た
の
が
、
も
う
六
十
年
以
上
続
い
て
い
る
わ
け
。

　
戦
災
の
時
は
、
別
所
に
引
っ
越
し
て
い
た
の
。
本

土
へ
の
空
襲
が
激
し
く
な
っ
て
学
童
疎
開
が
始
ま
っ

た
ん
で
、
子
ど
も
を
手
放
す
の
は
つ
ら
い
し
、
可
哀

そ
う
だ
と
思
っ
て
ね
。
当
時
の
上
大
岡
は
、
駅
か
ら

う
ち
ま
で
家
は
三
軒
く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、

空
襲
な
ん
て
関
係
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。
四
月
の
空
襲

の
時
は
、
た
ま
た
ま
子
ど
も
が
熱
を
出
し
た
ん
で
仕

事
を
休
ん
だ
の
。
次
の
日
に
老
松
小
学
校
の
辺
り
に

行
っ
て
み
た
ら
、
死
体
が
い
っ
ぱ
い
並
べ
て
あ
っ
た
。

日
の
出
町
の
駅
に
も
死
体
が
た
く
さ
ん
積
ん
で
あ
っ

た
ね
。

　
そ
れ
か
ら
、
た
び
た
び
の
空
襲
で
伊
勢
佐
木
町
辺

り
も
す
っ
か
り
焼
け
野
原
に
な
っ
た
。
市
の
財
政
も

逼
迫
し
て
い
た
の
で
、
何
と
か
伊
勢
佐
木
町
を
元
通

り
に
し
て
、
商
店
主
さ
ん
た
ち
に
戻
っ
て
き
て
も
ら

え
ば
税
金
も
入
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、

三
千
人
に
動
員
を
か
け
て
後
片
付
け
を
始
め
た
の
。

だ
け
ど
、
み
ん
な
腹
は
減
っ
て
る
し
、
勤
労
奉
仕
だ

か
ら
は
か
ど
ら
な
く
て
ね
。
焼
け
ト
タ
ン
が
ど
う
に

か
積
み
上
が
っ
た
だ
け
。
間
も
な
く
、
戦
争
に
負
け

て
進
駐
軍
が
や
っ
て
き
た
と
思
っ
た
ら
、
ワ
ー
ッ
と

焼け跡のガレキの中で食事をとる横浜市民　｢毎日新聞社提供｣
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に
な
り
、
戦
時
中
（
昭
和
十
九
年
）
の
九
三
・
三
％

ま
で
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
年
、
国
際
港
都
建
設

法
が
公
布
さ
れ
、
国
の
援
助
に
よ
っ
て
港
湾
の
拡
張
、

高
速
度
鉄
道
、
大
緑
地
帯
、
産
業
地
帯
、
住
宅
地
帯

の
実
現
が
計
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
ま
た
同
年
六
月
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
は
、
い
わ

ゆ
る
特
需
を
も
た
ら
し
、
日
本
経
済
復
興
の
き
っ
か

け
と
な
っ
た
。
横
浜
の
工
場
や
商
店
も
戦
後
初
め
て

の
活
況
を
迎
え
る
。

　
そ
し
て
翌
二
十
六
年
、
日
本
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
で
平
和
条
約
に
調
印
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
際
社
会

へ
の
復
帰
を
果
た
し
た
。
こ
の
年
、
横
浜
港
の
管
理

権
が
市
に
戻
り
、
二
十
七
年
に
は
大
桟
橋
の
接
収
も

解
除
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
徐
々
に
戦
災
の
傷
痕
を
い
や
し
て
い
っ

た
横
浜
は
、
新
た
な
発
展
へ
向
か
っ
て
い
く
。

焼け跡に建ち並んだカマボコ兵舎

【広範囲に及んだ米軍の接収】

　占領軍の進駐と同時に軍事接収が行われ、20年末には、接収

地は市の市街地面積の27％に上った。関内の焼け跡や山下公園

には、カマボコ兵舎が建ち並び、山手方面の住宅94戸も接収さ

れた。また、空襲で大半が破壊された港湾施設の残りが接収さ

れ、横浜市の経済基盤に大きな影響を与えた。

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
な
に
も
か
も
片
付
け
ち
ゃ
っ
て
、

飛
行
場
を
つ
く
っ
ち
や
っ
た
。
あ
れ
を
見
て
、
こ
れ

じ
ゃ
日
本
は
負
け
る
わ
け
だ
と
思
っ
た
ね
。
そ
こ
で
、

こ
れ
か
ら
日
本
が
没
落
し
な
い
た
め
に
は
教
育
に
力

を
入
れ
る
し
か
な
い
と
思
い
、
以
後
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

を
引
き
受
け
て
学
校
づ
く
り
に
走
り
回
っ
た
り
、
地

域
活
動
に
力
を
入
れ
て
き
た
ん
だ
よ
。

　
昔
は
こ
こ
ら
も
き
れ
い
な
水
が
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
湧

い
て
た
ん
だ
。
夏
に
は
ホ
タ
ル
の
群
れ
が
、
そ
れ
は

き
れ
い
で
ね
え
。
あ
ん
な
姿
は
も
う
見
ら
れ
な
い
ね
。

（
南
区
別
所
在
住
）



横
浜
市
民
の
証
言
４

プ
レ
ハ
ブ
校
舎

が
消
え
た
日

瀬
之
間
美
和
さ
ん
（
2
7
）

う
ち
は
先
祖
代
々
こ
こ
に
住
ん
で
き
て
、
私
で
十

三
代
目
で
す
。

こ
の
あ
た
り
が
開
け
始
め
た
の
は
昭
和
三
十
年
代

か
ら
で
す
け
ど
、
開
発
が
一
気
に
進
ん
だ
の
は
、
や

は
り
四
十
年
代
に
地
下
鉄
が
開
通
し
て
か
ら
で
す
ね
。

交
通
の
便
の
す
ご
く
い
い
と
こ
ろ
に
な
っ
て
、
次
々

に
団
地
が
で
き
、
よ
そ
か
ら
ど
ん
ど
ん
人
が
入
っ
て

き
て
、
転
校
し
て
く
る
子
が
増
え
、
そ
れ
で
私
が
入

学
し
た
永
野
小
学
校
も
、
た
ち
ま
ち
横
浜
一
の
過
密

校
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。

小
学
校
入
学
は
四
十
七
年
か
な
。
創
立
百
周
年
の

時
の
記
念
誌
を
見
る
と
、
当
時
の
学
童
数
二
千
二
百

名
、
学
級
数
五
十
と
い
う
こ
と
で
、
教
室
の
数
が
足

り
な
く
て
、
プ
レ
ハ
ブ
教
室
が
十
四
棟
も
建
っ
て
い

た
ん
で
す
。
校
庭
の
半
分
を
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
が
占
め

て
い
た
の
で
、
朝
会
を
二
回
に
わ
け
て
や
っ
た
り
、

校
内
の
事
故
も
結
構
あ
っ
た
み
た
い
。
兄
も
、
子
ど

も
同
士
で
ぶ
つ
か
っ
て
、
耳
に
怪
我
を
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
よ
。
も
ち
ろ
ん
運
動
会
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
私
は
小
さ
か
っ
た
し
、
入
学

し
た
と
き
か
ら
そ
ん
な
状
態
だ
っ
た
か
ら
、
別
に
な

ん
と
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
。

プ
レ
ハ
ブ
教
室
で
は
、
二
年
生
の
と
き
勉
強
し
ま

し
た
。
そ
の
時
は
一
ク
ラ
ス
四
十
五
人
く
ら
い
で
、

八
ク
ラ
ス
あ
り
ま
し
た
ね
。
当
時
は
ダ
ル
マ
ス
ト
ー

ブ
で
冬
寒
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
け
ど
、
特
に
不

便
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
校
庭
で
は
ド
ッ
ジ
ボ
ー

ル
の
よ
う
な
場
所
を
取
る
遊
び
は
禁
止
さ
れ
て
い
て
、

鉄
棒
は
い
つ
も
取
り
合
い
。
で
も
み
ん
な
や
り
く
り

し
て
、
喧
嘩
も
せ
ず
に
う
ま
く
遊
ん
で
い
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

そ
の
後
、
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
を
解
消
す
る
た
め
、
四

十
八
年
か
ら
野
庭
小
学
校
、
日
限
山
小
学
校
、
永
谷

小
学
校
、
相
武
山
小
学
校
と
た
て
続
け
に
分
校
が
誕

生
し
ま
し
た
。

中
に
は
、
日
限
山
小
学
校
の
よ
う
に
、
学
校
が

建
っ
た
と
こ
ろ
が
区
境
で
、
校
舎
は
港
南
区
、
運
動

場
は
戸
塚
区
と
い
う
具
合
に
わ
か
れ
て
い
て
、
両
方

の
学
区
か
ら
先
生
や
生
徒
を
集
め
た
ん
だ
け
ど
、
戸

塚
区
で
は
ラ
ン
ド
セ
ル
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、

授
業
の
進
め
方
な
ど
が
違
っ
て
い
た
の
で
、
両
方
を

調
整
す
る
の
が
大
変
だ
っ
た
例
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
周
辺
住
民
の
人
た
ち
へ
の
説
得
も
、
す

ん
な
り
い
く
学
校
も
あ
れ
ば
な
か
な
か
話
が
進
ま
な

い
学
校
も
あ
っ
て
、
決
め
ら
れ
た
開
校
日
に
間
に
合

わ
せ
よ
う
と
、
先
生
方
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
さ
ん
た
ち
は

必
死
だ
っ
た
み
た
い
で
す
よ
。
当
時
父
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ

関
係
の
仕
事
に
携
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
思
い

高
度
経
済
成
長
か
ら

安
定
成
長
へ

戦
災
、
疎
開
な
ど
に
よ
っ
て
一
時
六
〇
万
人
に
減
少

し
た
人
口
が
、
一
〇
〇
万
人
に
回
復
し
た
の
は
昭
和
二

十
六
年
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
後
半
、
こ
れ
ま
で
の

テ
ン
ポ
が
変
わ
り
人
口
が
急
激
に
増
え
は
じ
め
る
。
昭

和
三
十
三
年
に
は
一
二
五
万
人
だ
っ
た
が
、
三
十
七
年

に
は
一
五
〇
万
人
を
、
四
十
三
年
に
は
二
〇
〇
万
人
を

突
破
し
た
。

横
浜
の
人
口
急
増
の
時
期
は
、
日
本
経
済
の
高
度
成

長
の
時
期
と
重
複
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
産
業
・
人

口
の
東
京
へ
の
集
中
が
進
み
、
東
京
か
ら
あ
ふ
れ
た
人

口
が
横
浜
を
含
め
た
周
辺
都
市
へ
定
着
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
」
で

あ
る
。

横
浜
で
は
、
丘
陵
地
帯
（
郊
外
地
域
）
を
中
心
に
大

規
模
な
宅
地
開
発
が
行
わ
れ
、
横
浜
の
都
市
と
し
て
の

性
格
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
郊
外
部
の
山
林
や
農

地
は
大
幅
に
か
つ
急
激
に
減
少
し
、
旧
来
か
ら
の
市
街

地
と
郊
外
の
住
宅
地
と
に
生
活
圏
が
二
分
さ
れ
る
。

ま
た
、
人
口
の
急
増
に
よ
り
、
学
校
・
保
育
園
な
ど

の
教
育
施
設
や
下
水
道
・
道
路
・
公
園
な
ど
の
生
活
基

盤
の
整
備
に
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

新
し
い
市
民
の
急
増
は
、
市
民
意
識
の
多
様
化
を
も

も
た
ら
し
た
。
東
京
に
通
勤
・
通
学
す
る
市
民
は
買
い

物
や
文
化
活
動
の
面
で
も
東
京
志
向
が
強
く
、
市
民
意

識
が
弱
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
新
住
民
の
多
く
が

横
浜
以
外
の
都
市
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
う
し

た
傾
向
を
強
め
た
。

人
口
の
急
増
は
昭
和
四
十
八
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

に
よ
っ
て
歯
止
め
が
か
か
る
。
し
か
し
、
人
口
は
そ
の

後
も
増
え
続
け
、
昭
和
五
十
三
年
に
は
大
阪
を
抜
き
我

が
国
第
二
位
と
な
り
、
昭
和
六
十
年
に
は
三
〇
〇
万
人

を
突
破
し
た
。

二
度
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
経
た
日
本
経
済
は
安
定

成
長
の
時
代
を
迎
え
た
。
横
浜
で
は
、
下
水
道
や
公
園

な
ど
の
生
活
基
盤
や
鉄
道
や
道
路
な
ど
の
都
市
基
盤
の

整
備
、
そ
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
都
市
づ
く
り
を
め

ざ
し
た
都
心
・
副
都
心
・
地
域
拠
点
の
ま
ち
づ
く
り
な

ど
が
進
め
ら
れ
る
。

こ
の
時
代
の
年
表

昭
和
3
7
（
１
９
６
２
）
横
浜
文
化
体
育
館
、
港
の
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
丘
公
園
が
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
東
京
都
の
人
口
が
一
千
万
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
突
破

　
　
3
8
（
１
９
６
３
）
根
岸
湾
埋
立
第
一
期
工
事
完
成

　
　
3
9
（
１
９
６
４
）
●
東
海
道
新
幹
線
全
線
開
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催

　
　
4
0
（
１
９
６
５
）
第
三
京
浜
国
道
開
通
。
横
浜
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
め
て
ス
モ
ッ
グ
予
報
発
令

　
　
4
3
（
１
９
６
８
）
人
口
二
百
万
人
を
突
破

　
　
4
4
（
１
９
６
９
）
旭
、
緑
、
港
南
、
瀬
谷
の
四
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
誕
生

　
　
4
5
（
１
９
７
０
）
●
大
阪
で
日
本
万
国
博
覧
会
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
催

　
　
4
7
（
１
９
７
２
）
市
営
地
下
鉄
、
上
大
岡
・
伊
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
木
長
者
町
間
営
業
開
始

　
　
4
8
（
１
９
７
３
）
●
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

【昭和35年にプレハブ教室初登場】

宅地の開発と流入人口の増加に伴う児童・生徒の増加により、教

室数が不足し､その対策として昭和35年にはプレハブ教室が登場す

る。プレハブ教室数は､特に40年代にはいるといわゆる周辺区で急速

に増加し､小学校では45年に452、中学校では49年に236に達する。

校庭に建つプレハブ教室
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出
話
を
い
ま
で
も
よ
く
し
て
い
ま
す
。

　
新
し
い
分
校
が
次
々
に
で
き
て
、
四
年
生
に
な
る

時
、
い
ち
ば
ん
仲
の
よ
か
っ
た
子
が
転
校
し
て
行
っ

た
の
が
寂
し
か
っ
た
で
す
ね
。
で
も
四
年
生
に
な
っ

て
初
め
て
全
校
運
動
会
を
体
験
し
た
時
は
う
れ
し

か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
公
園
で
学
年
ご
と
に
分
か
れ
て

行
っ
て
い
た
の
で
、
運
動
会
と
は
こ
う
い
う
も
の
な

の
か
、
と
思
っ
て
ね
。
入
学
し
た
時
は
別
に
狭
い
と

も
な
ん
と
も
思
わ
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
プ
レ
ハ
ブ

校
舎
が
な
く
な
っ
て
み
て
、
校
庭
が
広
い
な
あ
と
驚

い
た
覚
え
も
あ
り
ま
す
。

　
父
も
昭
和
の
は
じ
め
頃
に
永
野
小
学
校
に
通
っ
て

い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
頃
は
ま
だ
木
造
平
屋
校
舎
で
、

一
学
年
に
一
ク
ラ
ス
し
か
な
か
っ
た
の
で
男
女
共
に

六
年
間
ず
っ
と
一
緒
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
み
ん

な
仲
が
よ
く
て
、
い
ま
だ
に
二
年
に
一
回
ク
ラ
ス
会

を
開
い
て
い
る
ん
で
す
よ
。
私
た
ち
は
ク
ラ
ス
会
は

全
然
や
っ
て
い
ま
せ
ん
。
人
数
が
多
く
て
付
き
合
い

も
浅
い
し
、
み
ん
な
散
り
散
り
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
る

か
ら
。

　
私
は
五
年
間
、
カ
ナ
ダ
に
語
学
留
学
し
て
い
て
最

近
帰
っ
て
き
た
ん
で
す
が
、
向
こ
う
は
楽
し
み
な
が

ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
、
枠
に
は
め
な
い
教
育
方
針

な
ん
で
す
。
そ
れ
が
日
本
の
学
校
と
違
っ
て
、
す
ご

く
よ
か
っ
た
点
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
国
の
友
人
も

た
く
さ
ん
で
き
ま
し
た
し
。
（
港
南
区
上
永
谷
在
住
）

新
し
い
時
代
へ

向
け
て

　
昭
和
六
十
一
年
か
ら
は
過
去
最
長
の
超
大
型
景

気
が
続
き
、
こ
の
間
、
東
京
の
一
極
集
中
に
さ
ら

に
加
速
が
か
か
っ
た
。
横
浜
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化

は
一
層
進
み
、
通
勤
・
通
学
者
の
、
東
京
を
中
心

と
し
た
他
都
市
へ
の
流
出
は
、
横
浜
の
活
性
化
、

経
済
的
自
立
に
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
東
京
へ
の
過
度
な
依
存
状
況
か

ら
脱
し
、
首
都
圏
の
中
核
都
市
と
し
て
自
立
す
る

こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
な
課
題
と
な
り
、
横
浜
の

個
性
を
生
か
し
都
市
と
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と

が
一
層
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
方
、
地
球
規
模
で
の
環
境
問
題
が
顕
在
化
し

て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
の
回
り
の
生
活
環
境

を
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
お
き
て
き
た
。
ま
た

自
由
時
間
の
増
大
な
ど
に
よ
り
、
暮
ら
し
の
ゆ
と

り
や
豊
か
さ
を
積
極
的
に
楽
し
も
う
と
す
る
す
る

市
民
ニ
ー
ズ
が
高
ま
り
、
ゆ
と
り
や
安
全
性
が
従

来
に
も
増
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
横
浜
市
で
は
、
こ
う
し
た
社
会
の
変
化
に
対
応

す
る
た
め
、
平
成
二
十
二
年
を
目
標
年
次
と
し
た

新
総
合
計
画
を
策
定
し
、
平
成
五
年
度
に
発
表
す

る
予
定
で
あ
る
。
市
民
生
活
の
視
点
に
立
っ
て
つ

く
ら
れ
て
い
る
こ
の
計
画
は
、
二
十
一
世
紀
に
向

け
て
、
豊
か
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
市
民
生
活
の

実
現
を
め
ざ
し
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
年
表

昭
和
4
9
（
１
９
７
４
）
大
黒
埠
頭
連
絡
橋
完
成

　
　
5
0
（
１
９
７
５
）
●
沖
繩
国
際
海
洋
博
覧
会
開

　
　
　
　
　
　
　
　
催

　
　
5
3
（
１
９
７
８
）
人
口
二
七
〇
万
人
と
な
り
、
全

　
　
　
　
　
　
　
　
国
第
二
位
に
。
横
浜
ス
タ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ム
完
成

　
　
5
6
（
１
９
８
１
）
「
よ
こ
は
ま
2
1
世
紀
プ
ラ
ン
」

　
　
　
　
　
　
　
　
策
定

　
　
5
7
（
１
９
８
２
）
●
東
北
・
上
越
新
幹
線
開
業

　
　
5
8
（
１
９
８
３
）
「
み
な
と
み
ら
い
2
1
」
着
工

　
　
5
9
（
１
９
８
４
）
市
会
が
「
非
核
兵
器
平
和
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
宣
言
」
を
行
う

　
　
6
0
（
１
9
8
5
）
●
つ
く
ば
国
際
科
学
博
覧
会

　
　
　
　
　
　
　
　
開
催

　
　
6
1
（
１
９
８
６
）
戸
塚
区
が
栄
区
、
泉
区
、
戸
塚

　
　
　
　
　
　
　
　
区
に
分
区

平
成
１
（
１
９
８
９
）
開
港
百
三
十
周
年
横
浜
博
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
会
開
催
、
市
制
百
周
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
開
通

　
　
３
（
１
９
９
１
）
国
際
平
和
会
議
場
開
設

　
　
５
（
１
９
９
３
）
市
営
地
下
鉄
「
新
横
浜
～
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
み
野
」
間
延
伸
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横浜はいま、21世紀に向けて飛躍を始めている

渋滞にまきこまれ身動きができない市電
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