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横
浜
の
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ゆ
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ニ
○
年
前
の
く
ら
し

●
ふ
え
な
い
商
店
・
工
場
数

　
横
浜
市
の
工
業
統
計
調
査
に
よ
れ
ば
、
戦
前
の
昭
和
七
年
、
横
浜

市
の
全
工
場
数
は
四
、
二
四
〇
、
そ
れ
に
対
し
て
五
二
年
は
七
、
九
八

九
。
同
じ
く
商
業
統
計
調
査
に
よ
る
市
内
小
売
店
の
数
は
、
七
年
二

万
〇
、
四
九
六
、
五
一
年
二
万
七
、
一
一
〇
。
と
も
に
二
倍
に
達
し
て

い
な
い
。
こ
の
間
に
人
口
は
、
六
六
万
人
か
ら
二
六
二
万
人
へ
と
四

倍
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
数
の
点
で
は
、
両
方
と
も
伸
び
が
す
く
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
工
場
の
場
合
は
、
従
業
員
数
が
三
万
三
、
九
〇
六
人
か

ら
二
〇
万
七
、
二
四
四
人
へ
と
六
倍
強
も
ふ
え
、
規
模
別
で
も
五
〇

〇
人
以
上
の
二
工
場
が
二
九
へ
、
千
人
以
上
の
三
工
場
が
二
五
へ
と

大
規
模
の
工
場
は
十
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
が
、
町
工
場
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
相
対
的
に
は
減
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
小
売
店
も
江
戸
時
代
に
は
そ
う
多
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
江
戸

時
代
の
商
店
は
、
問
屋
と
か
卸
と
か
仲
買
が
主
流
で
、
仲
間
を
つ
く



つ
て
統
制
し
て
い
た
の
で
、
数
は
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
江
戸

の
町
の
庶
民
と
い
う
の
は
、
小
商
人
で
な
く
、
主
と
し
て
職
人
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
零
細
な
小
売
店
が
や
た
ら
と
ふ
え
だ
す
の
は
、
明
治

以
後
、
農
村
か
ら
都
会
へ
の
人
口
移
動
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
昭
和
七
年
の
横
浜
市
全
世
帯
数
は
一
四

万
四
千
戸
だ
か
ら
、
実
に
そ
の
七
分
の
一
が
小
売
店
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
工
場
に
し
て
も
四
千
余
の
う
ち
、
職
工
五
人
以
上
の
工
場
は
四
三

五
し
か
な
い
。
の
こ
り
の
九
割
弱
は
職
工
五
人
以
下
の
ち
っ
ぽ
け
な

町
工
場
だ
っ
た
。
当
時
、
日
本
人
の
大
部
分
は
貧
し
か
っ
た
し
、
そ

れ
に
こ
ん
な
小
さ
な
規
模
で
は
新
陳
代
謝
も
は
げ
し
く
、
生
き
る
の

に
つ
ら
い
時
代
だ
っ
た
が
、
一
方
独
立
す
る
こ
と
は
そ
う
む
つ
か
し

い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
だ
か
ら
、
い
ま
と
ち
が
っ
て
、
昔
の
旧
制
工
業
学
校
、
商
業
学
校

は
旧
制
中
学
よ
り
も
難
関
だ
っ
た
。
中
学
を
出
た
だ
け
で
は
な
ん
の

役
に
も
立
た
な
い
の
だ
か
ら
、
経
済
的
に
豊
か
で
な
く
、
は
や
く
独

立
し
た
い
と
願
う
少
年
た
ち
は
実
業
学
校
を
め
ざ
し
た
も
の
だ
っ
た
。

実
業
教
育
は
、
徒
弟
奉
公
、
丁
稚
奉
公
の
伝
統
を
ひ
い
て
い
た
。
奉

公
稼
業
で
は
、
仕
事
は
き
つ
い
し
、
賃
金
も
技
術
伝
習
の
意
味
あ
い

が
あ
っ
て
、
た
い
へ
ん
低
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
つ
ら
い
日

２
　
二
〇
年
前
の
く
ら
し

々
に
は
、
い
ず
れ
そ
の
う
ち
一
本
立
ち
す
る
ん
だ
と
い
う
、
は
げ
み

と
い
お
う
か
、
生
き
が
い
が
あ
っ
た
。

●
賃
金
は
あ
が
っ
た
が
…
…

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
独
立
の
パ
タ
ー
ン
は
、
昭
和
三
五
年
頃
を

さ
か
い
に
急
激
に
消
え
う
せ
た
。
高
度
成
長
は
、
中
小
企
業
の
装
備

近
代
化
を
も
た
ら
し
、
も
は
や
独
立
し
て
町
工
場
を
は
じ
め
て
も
、

価
格
や
製
品
の
で
き
ば
え
で
立
ち
う
ち
で
き
な
く
な
っ
た
。
小
売
店

も
同
様
、
土
地
価
格
の
い
ち
じ
る
し
い
値
上
り
が
新
規
参
入
を
む
つ

か
し
く
し
た
。

　
独
立
が
む
つ
か
し
く
な
っ
た
た
め
、
伝
習
の
意
味
は
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
従
業
員
の
賃
金
は
、
世
間
な
み
の
労
働
時
間
に
み
あ
っ
た

賃
金
に
ア
ッ
プ
し
た
。
三
十
年
代
の
後
半
に
は
、
い
ま
ま
で
大
学
生

な
ど
で
占
め
ら
れ
て
い
た
ス
キ
ー
や
ス
ケ
ー
ト
の
レ
ジ
ャ
ー
に
も
大

量
の
勤
労
青
少
年
が
行
き
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
見
、
繁
栄
の
体

で
あ
る
。
し
か
し
、
生
き
が
い
は
ど
こ
へ
い
っ
た
ろ
う
。

●
も
は
や
戦
後
で
は
な
い

　
敗
戦
に
よ
っ
て
。
わ
が
国
の
政
治
・
経
済
の
し
く
み
は
大
き
く
か

わ
っ
た
。
軍
隊
が
な
く
な
る
な
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
し
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か
し
、
社
会
の
し
く
み
と
は
ち
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活

は
ゆ
る
や
か
に
し
か
変
ら
な
い
。

　
い
ま
か
ら
二
三
年
前
の
昭
和
三
一
年
に
、
『
経
済
白
書
』
は
「
も

は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
結
語
し
た
。
た
し
か
に
、
マ
ク
ロ
の
製
造

工
業
生
産
指
数
は
、
二
五
年
に
戦
前
水
準
（
昭
和
九
～
一
一
年
平
均

＝
一
〇
〇
）
に
も
ど
り
、
三
一
年
に
は
二
三
一
と
二
倍
を
こ
え
た
。

国
民
所
得
も
二
七
年
に
は
九
八
と
ほ
ぼ
戦
前
の
水
準
に
回
復
し
た
。

　
飢
え
の
お
そ
れ
は
遠
の
い
た
け
れ
ど
、
エ
ン
ゲ
ル
系
数
が
四
割
を

こ
え
て
い
た
当
時
に
は
、
く
ら
し
む
き
は
ま
だ
ま
だ
昔
に
も
ど
ら
な

い
と
戦
前
と
の
比
較
で
グ
チ
を
い
っ
て
い
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、
白

書
の
提
言
は
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
た
し
か
に
、
ま
わ
り
を
み
わ
た
せ

ば
、
世
の
中
は
少
し
ず
つ
変
り
は
じ
め
て
い
た
。
今
に
し
て
思
え
ば
、

戦
後
の
混
乱
期
よ
り
も
高
度
成
長
の
期
間
の
方
が
、
私
た
ち
の
日
常

生
活
を
す
っ
か
り
変
え
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

　
昭
和
三
一
年
の
日
常
生
活
は
、
明
治
以
後
九
〇
年
の
歴
史
と
つ
な

が
っ
て
い
た
の
に
、
い
ま
は
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
、
そ

の
こ
ろ
の
話
は
わ
か
い
人
び
と
に
は
昔
ば
な
し
と
と
ら
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
生
活
の
原
点
で
も
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
ま
ず
二
〇
年
前
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
か
ら
筆
を
す
す
め
た

い
と
思
う
。

●
斜
陽
か
ら
の
脱
却

　
昭
和
三
十
年
代
の
前
半
は
、
横
浜
の
市
街
地
の
中
心
部
が
さ
び
れ

き
っ
た
時
期
だ
。
高
度
成
長
の
は
し
り
の
時
期
、
東
京
へ
行
く
と
、

都
心
部
は
高
層
ビ
ル
の
建
設
や
道
路
の
拡
張
な
ど
で
日
に
日
に
変
貌

を
か
さ
ね
て
い
て
、
空
が
つ
か
え
る
よ
う
な
異
和
感
を
お
ぼ
え
た
も

の
だ
が
、
さ
て
横
浜
へ
か
え
る
と
、
桜
木
町
の
駅
か
ら
市
役
所
の
と

こ
ろ
ま
で
、
ず
っ
と
見
と
お
し
が
き
い
て
い
て
。
焼
け
ビ
ル
が
所
々

に
の
こ
っ
て
い
る
風
情
な
ど
、
接
収
に
よ
る
打
撃
の
ふ
か
さ
を
思
い

し
ら
さ
れ
た
も
の
だ
。

　
横
浜
の
市
街
地
中
心
部
・
港
湾
の
大
半
を
占
め
た
接
収
に
よ
り
、

県
市
の
税
収
入
は
激
減
し
、
そ
の
た
め
に
公
共
投
資
が
で
き
ず
、
い

ち
じ
る
し
く
戦
災
復
興
に
立
ち
お
く
れ
た
（
道
路
な
ど
戦
前
の
す
が

た
の
ま
ま
だ
っ
た
）
の
だ
が
、
一
方
庶
民
の
側
か
ら
み
る
と
、
戦
後

の
横
浜
は
ア
ブ
ク
銭
が
渦
を
ま
い
て
い
る
街
な
の
で
、
活
気
に
み
ち

あ
ふ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
兵
は
一
等
兵
で
さ
え
月
十

万
円
ほ
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
。
日
本
人
大
卒
者
の
初
任
給
の
一
〇
倍

で
あ
る
。
当
時
、
外
人
向
け
民
間
ハ
ウ
ス
の
家
賃
が
一
五
坪
で
二
万

五
千
円
位
の
相
場
だ
っ
た
が
、
土
地
さ
え
あ
れ
ば
、
建
物
は
二
年
間

で
償
却
で
き
た
の
で
、
大
家
に
し
て
み
れ
ば
、
実
に
割
の
よ
い
商
売

だ
っ
た
。
日
本
人
の
平
均
給
与
の
五
、
六
倍
に
も
お
よ
ぶ
金
が
米
兵



に
支
払
わ
れ
、
そ
れ
が
還
流
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
横
浜
に
活
気
が

あ
っ
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
が
朝
鮮
戦
争
が
終
り
、
日
本
の
独
立
が
回
復
す
る
こ
と
で
、

米
軍
は
横
浜
か
ら
し
だ
い
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
三
二
年
に
は
米

軍
の
地
上
兵
力
撤
退
の
声
明
が
だ
さ
れ
た
。
米
軍
の
撤
退
は
即
関
連

産
業
や
商
人
の
倒
産
・
転
業
で
あ
り
、
駐
留
軍
労
務
者
の
失
業
で
あ

っ
た
。
ま
た
同
じ
頃
、
港
で
も
コ
ン
テ
ナ
ー
の
進
出
は
荷
揚
げ
業
者

と
そ
の
関
係
者
の
失
業
を
も
た
ら
し
た
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
斜
陽
都
市
化
し
つ
つ
あ
っ
た
横
浜
の
都
市
を

急
膨
張
さ
せ
た
力
は
な
ん
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
高
度
成
長

の
も
た
ら
し
た
首
都
圏
の
拡
大
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
三
十
年
代
の
後

半
、
関
西
メ
ー
カ
ー
の
関
東
進
出
に
よ
り
、
戸
塚
区
内
の
東
海
道
線

沿
い
の
低
湿
地
や
後
背
部
の
丘
陵
地
帯
が
農
地
か
ら
工
場
敷
地
へ
と

か
わ
っ
た
。
そ
れ
が
一
段
落
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
郊
外
に
宅
地
開
発

の
ブ
ー
ム
が
お
き
た
。

　
一
方
、
都
心
部
の
関
内
地
区
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
空
地
だ
ら
け
で
、

関
内
牧
場
と
い
わ
れ
て
い
た
の
が
、
高
度
成
長
が
す
す
む
に
つ
れ
次

第
に
新
し
い
ビ
ル
が
た
て
ら
れ
、
復
興
の
お
く
れ
を
と
り
も
ど
し
て
、

と
と
の
っ
た
町
並
み
が
造
ら
れ
て
き
た
。

４
　
二
〇
年
前
の
く
ら
し

●
個
人
の
く
ら
し
と
物
価

　
三
十
年
代
の
前
半
は
大
学
卒
の
初
任
給
一
万
円
の
時
代
だ
っ
た

　
（
勤
労
者
の
平
均
月
収
は
三
万
円
）
。
こ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
例
と
し

て
、
会
社
づ
と
め
六
年
に
な
る
佐
々
木
五
郎
君
の
家
計
を
み
て
み
ょ

う
（
『
文
芸
春
秋
』
昭
和
三
〇
・
五
）
。

　
妻
君
と
の
二
人
暮
し
で
、
年
齢
は
二
八
歳
位
に
な
る
佐
々
木
君
の

昭
和
三
〇
年
三
月
の
月
給
は
二
万
二
、
八
〇
〇
円
で
、
そ
の
う
ち
税

金
・
健
保
な
ど
で
三
、
四
二
四
円
差
引
か
れ
、
手
取
り
は
一
万
九
、

三
七
六
円
だ
。
表
で
み
る
よ
う
に
、
退
職
金
へ
の
は
ね
返
り
を
ふ
せ

表1－1　給料の内訳

ぐ
た
め
か
、
物
価
手

当
が
基
本
給
の
三
倍

近
く
も
あ
る
乱
世
型

だ
。
支
出
の
う
ち
食

費
は
約
三
割
だ
か
ら
、

め
ぐ
ま
れ
て
い
る
ほ

う
だ
が
、
そ
れ
で
も

娯
楽
費
七
〇
〇
円
で

は
新
聞
三
五
〇
円
の

ほ
か
、
雑
誌
一
冊
、

映
画
月
一
回
が
限
度
。
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家
賃
も
月
二
、
五
〇
〇
円
で
は
、
一
〇
坪
前
後
の
公
営
住
宅
し
か
入

れ
な
い
。
洋
服
の
仕
立
代
は
、
大
学
卒
の
初
任
給
と
ほ
ぼ
並
行
し
て

い
る
。
当
時
オ
ー
ダ
ー
の
背
広
一
着
は
一
万
五
千
円
し
た
（
既
製
服

は
九
、
六
〇
〇
円
）
。
衣
服
の
月
二
千
円
（
約
一
〇
％
は
）
国
民
平

均
の
一
四
・
六
％
よ
り
低
い
が
、
こ
れ
は
子
供
が
い
な
い
た
め
だ
ろ

う
。
こ
の
程
度
の
衣
服
費
で
は
、
背
広
の
新
調
は
二
、
三
年
に
一
度

位
の
勘
定
に
な
る
。
そ
れ
に
あ
れ
こ
れ
切
り
つ
め
て
も
貯
金
は
五
％

し
か
で
き
な
い
。
い
ま
よ
り
は
ず
っ
と
少
な
か
っ
た
大
学
卒
の
佐
々

木
君
で
さ
え
、
家
計
費
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
と
、
こ
の
程
度

の
暮
ら
し
し
か
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
貧
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
当
時
の
物
価
を
み
て
み
よ
う
。
大
学
卒
の
初
任
給
は
い

ま
の
一
〇
分
の
一
だ
が
、
勤
労
者
の
全
平
均
で
は
八
分
の
一
位
の
見

当
に
な
る
。
い
ま
の
物
価
と
く
ら
べ
て
、
そ
れ
ほ
ど
変
っ
て
い
な
い

も
の
に
は
、
ラ
ー
メ
ン
三
〇
円
、
コ
ー
ヒ
ー
四
〇
円
、
封
切
映
画
一

三
〇
円
、
風
呂
一
五
円
、
大
根
一
本
一
〇
円
が
あ
る
。
カ
レ
ー
ラ
イ

ス
は
一
〇
〇
円
だ
か
ら
た
か
い
。
一
方
安
い
も
の
は
、
バ
ス
一
○
円
、

理
髪
一
五
〇
円
、
畳
替
一
枚
一
五
五
円
な
ど
、
総
じ
て
公
共
料
金
は

過
去
の
ス
ト
ッ
ク
の
食
い
っ
ぶ
し
に
よ
り
安
か
っ
た
。
国
鉄
運
賃
も

安
い
が
、
収
入
の
方
が
と
も
な
わ
ず
、
旅
行
ブ
ー
ム
は
ま
だ
お
き
て

い
な
い
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
い
ま
よ
り
ず
っ
と
高
か
っ
た
も
の
は
と
い
う
と
、

ビ
ー
ル
（
大
一
本
）
一
二
二
円
、
一
級
酒
一
合
七
〇
円
、
焼
酎
一
合

三
五
円
、
タ
バ
コ
（
ピ
ー
ス
ニ
○
本
）
八
〇
円
、
卵
一
コ
一
○
円
、

牛
乳
一
合
一
五
円
、
男
物
短
靴
二
、
五
〇
〇
円
な
ど
で
あ
る
。
し
好

品
は
税
金
の
関
係
（
タ
バ
コ
の
税
率
六
八
・
八
％
）
で
猛
烈
に
高
か

っ
た
。
ま
た
、
週
刊
誌
が
三
〇
円
、
『
文
芸
春
秋
』
が
百
円
し
て
い

た
ほ
か
、
電
化
製
品
も
た
か
い
。
2
0
W
の
ア
ン
プ
（
モ
ノ
ー
ラ
ル
）

が
二
万
三
千
円
し
て
い
た
か
ら
、
い
ま
よ
り
値
段
が
た
か
か
っ
た
し
、

Ｌ
Ｐ
も
二
、
三
〇
〇
円
で
い
ま
と
ほ
ぼ
変
ら
な
い
値
段
だ
っ
た
。

　
昭
和
三
一
年
に
、
横
浜
の
市
街
地
で
土
地
五
〇
坪
（
一
六
五
㎡
）
、

建
物
一
五
坪
（
五
〇
㎡
）
の
木
造
住
宅
を
手
に
入
れ
る
の
に
は
、
土

地
代
七
八
万
円
、
建
築
費
六
三
万
円
、
合
計
一
四
一
万
円
か
必
要
だ

っ
た
。
当
時
と
比
べ
て
今
の
物
価
が
八
倍
と
し
て
一
、
二
〇
〇
万
円

だ
か
ら
、
相
対
的
に
は
割
安
だ
っ
た
が
、
当
時
は
簡
便
な
借
金
の
手

だ
て
が
住
宅
金
融
公
庫
以
外
と
ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

決
し
て
容
易
な
わ
ざ
で
な
か
っ
た
。

●
電
化
生
活
が
は
じ
ま
る

　
高
度
成
長
が
は
じ
ま
る
ま
え
に
は
、
家
族
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
分
担
が
あ
っ
た
。
洗
濯
、
炊
事
な
ど
で
い
ち
ば
ん
大
変
な
の
は



母
親
だ
っ
た
が
、
子
供
に
も
子
供
な
り
の
役
割
が
ち
ゃ
ん
と
き
ま
っ

て
い
た
。
雨
戸
の
あ
け
た
て
、
庭
掃
除
、
靴
み
が
き
、
風
呂
の
水
く

み
な
ど
が
そ
れ
だ
が
、
東
京
の
区
部
で
も
世
田
ケ
谷
な
ど
は
ま
だ
井

戸
を
使
う
家
が
残
っ
て
お
り
、
子
供
の
力
で
は
風
呂
の
水
を
く
む
の

に
三
〇
分
も
か
か
っ
た
。

　
そ
れ
が
二
十
年
代
の
終
り
に
な
る
と
電
動
ポ
ン
プ
が
は
い
り
、
水

道
な
み
に
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
す
む
よ
う
に
な
っ
た
。
風
呂
た
き
の
燃

料
も
マ
キ
か
ら
石
油
バ
ー
ナ
ー
や
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
に
か
わ
る
の
が
同

じ
頃
で
あ
る
。

　
三
種
の
神
器
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
は
じ
め
は
電
気
洗
濯
機

電
気
冷
蔵
庫
、
テ
レ
ビ
の
三
つ
を
指
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
二
万
円

か
ら
八
万
円
ほ
ど
し
て
、
月
収
の
一
～
三
か
月
分
に
あ
た
り
、
庶
民

に
は
高
嶺
の
花
だ
っ
た
か
ら
、
神
器
と
よ
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
家

庭
の
電
化
は
一
万
円
以
下
の
手
頃
な
商
品
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
ハ
シ

リ
は
ジ
ュ
ー
ス
ミ
キ
サ
ー
。
ハ
ウ
ザ
ー
食
と
や
ら
で
、
生
野
菜
を
た

べ
る
こ
と
が
流
行
し
た
た
め
だ
。

　
つ
づ
い
て
電
気
コ
タ
ツ
、
そ
れ
か
ら
電
気
炊
飯
器
。
こ
れ
は
タ
イ

ム
ス
イ
ッ
チ
が
つ
い
た
の
が
主
婦
に
う
け
た
よ
う
だ
。
昭
和
三
〇
年

の
末
に
東
芝
が
五
百
台
を
発
売
し
た
の
が
は
じ
め
だ
が
、
最
初
は
ふ

つ
う
の
釜
の
三
倍
も
し
た
の
で
な
か
な
か
売
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

６
　
二
〇
年
前
の
く
ら
し

五
年
後
に
は
全
国
で
百
万
台
の
大
台
を
こ
え
た
。

　
こ
う
し
た
家
庭
電
化
に
よ
り
、
七
輪
、
タ
ド
ン
、
木
炭
、
お
釜
、

お
櫃
と
い
っ
た
な
つ
か
し
い
品
物
が
家
庭
か
ら
す
が
た
を
消
し
た
。

人
々
は
こ
れ
を
生
活
改
善
と
よ
ん
だ
。

　
昭
和
三
一
年
の
横
浜
市
内
に
お
け
る
テ
レ
ビ
普
及
率
は
六
％
で
あ

る
。
子
供
が
テ
レ
ビ
の
あ
る
家
へ
月
光
仮
面
な
ど
を
見
に
い
く
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
い
っ
と
き
で
、
ま
だ
家
庭
の
だ
ん
ら
ん
は
失

わ
れ
な
か
っ
た
。
テ
レ
ビ
の
な
い
時
代
の
ふ
ん
い
き
を
濃
厚
に
つ
た

え
る
も
の
に
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
漫
画
が
あ
る
。
そ
し
て
テ
レ
ビ
時

代
の
い
ま
、
作
家
の
長
谷
川
町
子
さ
ん
が
新
聞
の
連
載
を
休
ん
で
い

る
の
は
、
こ
う
し
た
世
の
中
の
変
り
方
と
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
テ
レ
ビ
漫
画
の
「
サ

ザ
エ
さ
ん
」
は
高
視
聴
率
の
番
組
で
長
年
つ
づ
い
て
い
る
が
、
あ
の

磯
野
波
平
一
家
に
は
テ
レ
ビ
を
み
る
場
面
が
少
な
い
の
に
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
昭
和
三
一
年
は
、
雑
誌
社
系
週
刊
誌
の
創
刊
（
『
週
刊
新
潮
』
）
、

『
主
婦
の
友
』
の
サ
イ
ズ
大
判
化
、
ク
イ
ズ
・
ブ
ー
ム
な
ど
大
衆
社

会
化
現
象
の
ハ
シ
リ
が
み
ら
れ
た
年
だ
っ
た
。
ド
ラ
イ
、
太
陽
族
な

ど
の
こ
と
ば
が
流
行
し
、
プ
レ
ス
リ
ー
が
登
場
す
る
な
ど
若
者
の
自

己
主
張
が
め
だ
つ
年
で
も
あ
っ
た
、
し
か
し
三
一
年
の
戸
塚
区
を
例



７
　
横
浜
の
あ
ゆ
み

に
と
っ
て
普
通
・
小
型
自
家
用
車
の
所
有
台
数
を
み
る
と
、
一
万
七
、

四
一
三
世
帯
で
五
八
台
し
か
な
い
（
三
三
年
八
八
台
、
五
二
年
五
万

一
、
七
九
五
台
）
。
ど
う
も
太
陽
族
と
い
う
の
は
、
マ
ス
コ
ミ
が
さ
わ

い
だ
わ
り
に
は
若
者
の
ほ
ん
の
一
部
の
現
象
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
最
後
に
教
育
の
状
況
だ
が
、
市
内
幼
稚
園
の
就
園
率
は
、
二
八
年

の
一
五
・
四
％
が
三
二
年
の
二
三
・
二
％
と
着
実
に
の
び
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
四
分
の
一
で
あ
る
。
そ
れ
が
五
一
年
に
は
園
児

数
が
八
万
〇
、
二
六
九
人
で
七
九
・
四
％
に
達
し
て
い
る
（
ほ
か
に

保
育
所
一
万
四
、
九
一
六
人
）
。
横
浜
市
内
高
校
生
の
大
学
進
学
者

は
三
〇
年
、
三
一
年
と
も
二
割
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
変
貌
し
つ

つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
過
去
の
す
が
た
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
の

が
、
三
十
年
代
は
じ
め
の
様
相
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

横
浜
の
ま
ち
づ
く
り

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
外
人
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

わ
が
国
に
お
け
る
近
代
的
な
都
市
自
治
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
先
、
三
年
前
の
文
久
二
年
、
居
留
民
は
借
地
人
会
議
を

招
集
し
て
、
市
政
委
員
会
と
い
う
自
治
機
関
を
つ
く
っ
た
が
、
ま
だ

臨
時
組
織
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
居
留
地
の
行
政
に
つ

い
て
は
、
各
国
領
事
団
が
権
限
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
す
ん
な
り
と

市
民
に
よ
る
自
治
組
織
へ
の
権
限
移
譲
が
み
と
め
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
い
Ｉ
。

　
半
年
ほ
ど
か
か
っ
て
、
数
回
の
話
し
あ
い
の
の
ち
に
、
や
っ
と
領

事
団
は
市
参
事
会
に
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
を
み
と
め
、
両
者
の
あ

い
だ
に
契
約
書
が
と
り
か
わ
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
市
参
事
会
は
、

道
路
・
下
水
道
の
管
理
・
衛
生
規
則
の
作
成
・
警
察
力
の
組
織
な
ど

を
任
務
と
し
て
発
足
し
た
。
経
費
は
地
代
収
入
の
一
部
の
還
付
を
う

け
て
ま
か
な
う
こ
と
と
し
た
。
こ
の
市
参
事
会
は
、
衛
生
・
警
察
法

規
を
公
布
し
て
、
免
許
料
や
罰
金
を
自
由
に
課
す
る
権
限
を
も
っ
て

●
都
市
自
治
は
居
留
地
か
ら

　
横
浜
の
居
留
地
に
住
民
の
自
治
機
関
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
慶
応

元
年
（
一
八
六
五
）
五
月
の
こ
と
で
、
各
国
の
居
留
民
に
よ
っ
て
選
ば

れ
た
二
六
名
か
ら
な
る
市
参
事
会
が
、
以
後
居
留
地
の
行
政
を
運
営

と
い
っ
て
よ
い
存
在
だ
っ
た
。

　
居
留
地
の
行
政
が
、
日
本
人
の
町
に
影
響
を
あ
た
え
た
例
と
し
て

は
、
清
掃
規
則
の
制
定
が
あ
る
。
横
浜
で
は
、
文
久
二
年
七
月
に
清

掃
規
則
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
京
都
下
京
区
の
明
治
一
五

い
た
の
で
、
い
わ
ば
小
型
の
市
庁

(
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