
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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)



年
じ
ん
か
い
掃
除
規
則
、
東
京
の
明
治
二
〇
年
じ
ん
か
い
取
締
規
則

よ
り
二
〇
年
も
先
に
つ
く
ら
れ
た
点
に
注
意
を
ひ
く
。

　
全
文
は
一
〇
条
の
み
じ
か
い
も
の
だ
が
、
第
三
条
に
、
全
地
域
を

朝
昼
夜
三
度
掃
除
す
る
こ
と
、
第
六
条
に
、
川
添
ま
で
自
己
の
領
分

と
考
え
掃
除
す
る
こ
と
、
第
七
条
、
空
屋
は
隣
家
で
す
る
こ
と
な
ど

と
、
な
か
な
か
き
び
し
い
お
き
て
で
あ
っ
た
。
横
浜
の
各
町
（
一
九

ヵ
町
）
で
は
、
町
別
に
掃
除
請
負
人
に
料
金
を
は
ら
っ
て
、
ご
み
処

理
を
ゆ
だ
ね
て
い
た
。
横
浜
市
役
所
に
ご
み
処
理
の
責
任
が
う
つ
る

の
は
、
そ
れ
か
ら
三
八
年
後
の
明
治
三
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。

●
幕
府
に
よ
る
町
づ
く
り

　
開
港
場
横
浜
の
町
づ
く
り
は
江
戸
幕
府
の
手
で
な
さ
れ
た
。
幕
府

は
、
横
浜
村
に
住
ん
で
い
た
農
漁
民
を
元
町
へ
た
ち
の
か
せ
、
砂
洲

を
う
め
て
平
地
と
し
、
計
画
的
な
都
市
を
一
年
以
内
の
あ
い
だ
に
つ

く
り
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
波
止
場
の
ま
え
に
運
上
所
を
お
き
、

こ
れ
か
ら
東
を
外
国
人
居
留
地
、
西
を
日
本
人
町
と
し
た
。

　
開
港
が
あ
と
三
〇
年
お
く
れ
、
明
治
二
〇
年
以
降
だ
っ
た
ら
、
陸

上
交
通
の
便
が
も
っ
と
考
慮
さ
れ
た
ろ
う
が
、
安
政
六
年
の
時
点
で

は
、
物
資
の
流
通
は
海
上
交
通
が
主
で
あ
っ
た
た
め
、
道
路
よ
り
も

堀
割
や
運
河
の
造
成
に
力
が
そ
そ
が
れ
た
。

８
　
横
浜
の
ま
ち
づ
く
り

　
も
と
も
と
幕
府
が
、
神
奈
川
開
港
と
い
い
な
が
ら
、
横
浜
を
神
奈

川
の
一
部
で
あ
る
と
強
引
に
主
張
し
て
、
都
市
づ
く
り
を
す
す
め
た

の
に
は
、
ふ
た
つ
の
理
由
が
あ
る
。

　
ひ
と
つ
は
外
国
人
を
首
都
江
戸
に
近
づ
か
せ
ま
い
と
し
た
こ
と
。

ふ
た
つ
め
は
、
東
海
道
沿
い
で
は
、
攘
夷
派
に
よ
る
外
国
人
殺
傷
の

ト
ラ
ブ
ル
の
多
発
が
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
開
港
後
四

年
め
に
は
、
東
海
道
に
沿
っ
た
神
奈
川
の
は
ず
れ
で
生
麦
事
件
が
お

き
た
。

　
当
時
の
横
浜
村
の
地
形
は
、
東
海
道
か
ら
海
を
へ
だ
て
た
対
岸
に

あ
り
、
元
町
の
側
を
運
河
を
ほ
っ
て
と
り
か
こ
め
ば
、
長
崎
の
出
島

の
よ
う
に
、
外
国
人
を
こ
の
な
か
に
と
じ
こ
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
。
吉
田
橋
際
に
関
門
を
つ
く
っ
て
人
の
出
入
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た

の
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。

　
横
浜
の
町
並
み
は
自
然
発
生
的
に
で
き
た
も
の
で
な
い
し
、
城
下

町
の
よ
う
に
く
ね
く
ね
と
折
れ
ま
が
っ
た
迷
路
は
な
い
が
、
札
幌
の

よ
う
な
す
っ
き
り
し
た
格
子
状
の
か
た
ち
は
と
っ
て
い
な
い
。
計
画

都
市
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
外
国
人
技
師
の
手
を
か
り
た
わ
け
で
な

い
の
で
、
や
は
り
当
時
の
日
本
の
町
並
み
の
影
響
を
う
け
て
、
わ
ざ

わ
ざ
直
線
を
折
り
ま
げ
た
道
な
ど
も
一
部
に
み
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
あ
た
ら
し
い
町
は
、
道
と
い
わ
ず
、
川
と
い
わ



９
　
横
浜
の
あ
ゆ
み

ず
、
す
べ
て
の
輸
送
手
段
は
港
の
方
を
向
い
て
い
た
。
東
海
道
と
の

間
に
は
、
芝
生
（
浅
間
町
）
か
ら
戸
部
ま
で
一
直
線
に
通
ず
る
横
浜

道
が
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
が
、
陸
上
交
通
の
幹
線
は
こ
れ
だ
け
で
、

あ
ら
ゆ
る
荷
物
は
港
か
ら
入
っ
て
く
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
港
を

中
心
に
四
通
八
達
に
道
路
や
堀
割
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
す
が
た
は
開
港
一
二
○
年
後
の
い
ま
も
お
お
よ
そ
は
そ
の
ま
ま
で
、

交
通
機
関
の
発
達
に
つ
れ
、
し
だ
い
に
交
通
の
大
動
脈
が
都
心
部
か

ら
外
へ
外
へ
と
移
動
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
明
治
時
代
の
後
期
に

は
ま
ず
東
海
道
線
が
、
つ
づ
い
て
戦
後
に
は
東
海
道
新
幹
線
や
東
名

外国商館（新90番館）

高
速
道
路
が
、
都
心
部
を
と
お
く
は
な
れ
て
通
過
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
横
浜
道
が
で
き
る
ま
で
は
、
横
浜
村
か
ら
神
奈
川
へ
い
く
に
は
、

一
度
保
土
ヶ
谷
の
方
へ
出
て
大
わ
ま
り
し
て
い
っ
た
も
の
だ
が
、
道

幅
も
一
尺
五
寸
位
（
五
〇
㎝
）
し
か
な
く
、
す
れ
ち
が
い
に
も
困
る

ほ
ど
だ
っ
た
。
し
か
し
、
都
市
間
道
路
と
い
う
こ
と
で
、
新
ら
し
い

横
浜
道
は
幅
三
間
（
五
・
四
ｍ
）
に
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
神

奈
川
・
横
浜
間
に
平
沼
橋
な
ど
五
つ
の
橋
が
か
け
ら
れ
た
が
、
杉
・

松
の
橋
で
は
三
年
も
も
つ
ま
い
と
う
わ
さ
さ
れ
た
。
ま
た
道
の
わ
る

い
こ
と
も
お
話
し
に
な
ら
ず
、
関
東
ロ
ー
ム
層
特
有
の
赤
土
の
た
め

に
、
「
雨
で
も
降
ろ
う
も
の
な
ら
、
関
外
な
ど
は
田
圃
の
な
か
を
歩

く
よ
う
な
も
の
で
、
ま
っ
た
く
足
の
動
き
が
と
れ
な
い
」
（
田
沼
太

右
衛
門
談
）
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
青
年
外
交
官
ア
ー
ネ
ス
ト
ー
サ
ト
ウ
に
よ
れ
ば
「
街

路
は
一
般
の
人
々
の
利
便
を
か
ま
わ
ず
、
ま
た
、
あ
ま
り
将
来
の
こ

と
を
考
慮
せ
ず
に
設
計
さ
れ
て
い
た
。
馬
車
の
時
代
は
日
本
で
は
ま

だ
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
道
路
の
広
さ
は
手
車
が
通
れ
れ
ば
、

そ
れ
で
充
分
と
い
う
わ
け
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
将
来
の
日
本
の

一
番
重
要
な
商
業
都
市
た
る
横
浜
も
、
交
通
運
輸
の
点
で
は
永
久
に

不
便
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
（
『
一
外
交
官
の
見
た
明

治
維
新
』
）
と
だ
い
ぶ
手
き
び
し
い
。



　
も
う
一
方
の
交
通
手
段
と
し
て
の
舟
運
の
た
め
に
、
切
り
ひ
ら
か

れ
た
堀
割
は
、
英
人
新
聞
記
者
の
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
み
す
ぼ
ら

し
い
小
川
で
、
干
潮
時
に
は
、
日
光
に
さ
ら
さ
れ
て
、
マ
ラ
リ
ア
と

そ
れ
に
付
随
す
る
悪
疫
の
温
床
に
な
っ
て
い
た
し
、
日
本
人
は
そ
こ

へ
平
気
で
ゴ
ミ
を
す
て
た
り
、
犬
猫
の
死
骸
を
す
て
る
の
で
、
き
わ

め
て
不
潔
な
状
態
だ
っ
た
。
さ
ら
に
横
浜
が
繁
栄
す
る
に
つ
れ
、
家

並
が
た
て
こ
ん
で
き
て
、
家
屋
が
堀
割
の
上
へ
張
り
だ
す
あ
り
さ
ま

だ
っ
た
。

「
小
ぎ
れ
い
な
、
体
裁
の
よ
い
構
え
の
商
店
の
並
ん
だ
表
通
り
が
い

く
つ
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
の
側
の
家
族
達
の
居
間
や
寝
室
な
ど

の
裏
手
の
部
屋
は
、
こ
の
悪
臭
が
ひ
ど
く
て
毒
気
を
放
っ
て
い
る
堀

割
の
上
に
張
り
出
し
て
い
た
」
（
『
ヤ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
』
）
。

　
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
そ
れ
で
も
開
港
地
の
横
浜
が
伝
染
病
の
流
行
か
ら

ま
ぬ
が
れ
た
の
は
、
毎
日
熱
い
湯
に
入
浴
す
る
日
本
人
の
習
慣
が
幸

い
し
た
た
め
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。

●
居
留
地
に
お
け
る
都
市
施
設

　
封
建
時
代
に
お
け
る
「
す
べ
て
の
日
本
の
都
市
は
、
自
分
ら
の
能

力
に
応
じ
て
、
排
水
設
備
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
地
面
だ
け

の
も
の
で
、
実
に
原
始
的
だ
っ
た
。
道
路
の
地
な
ら
し
と
建
設
と
は
、

1
0
　
横
浜
の
ま
ち
づ
く
り

一
番
簡
単
な
原
則
に
も
と
づ
い
て
い
た
し
、
衛
生
問
題
な
ど
は
、
責

任
者
の
心
に
ほ
と
ん
ど
思
い
も
浮
か
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
横
浜
の

道
路
、
衛
生
両
委
員
会
が
始
め
た
仕
事
が
効
力
を
示
し
た
」
（
同
右
）
。

　
当
時
の
東
海
道
は
「
き
れ
い
な
砂
利
を
し
き
つ
め
た
舗
道
」
で
、

馬
車
が
通
ら
な
い
た
め
道
も
い
た
ま
ず
、
よ
く
手
入
さ
れ
て
い
た
が
、

一
方
沼
地
を
埋
立
て
た
横
浜
の
道
は
と
い
う
と
、
「
人
通
り
の
は
げ

し
い
街
は
、
丸
太
を
横
に
し
て
、
そ
の
上
へ
板
を
敷
い
て
、
往
来
を

こ
し
ら
え
る
あ
り
さ
ま
」
で
お
話
し
に
な
ら
な
か
っ
た
。
日
本
人
街

も
本
町
通
り
の
メ
イ
ン
道
路
こ
そ
、
道
幅
一
〇
間
（
一
八
ｍ
）
と
ひ

ろ
く
と
ら
れ
た
が
、
い
っ
た
ん
裏
通
り
に
な
る
と
、
三
間
（
五
・
四

ｍ
）
か
ら
五
間
（
九
ｍ
）
の
ひ
ろ
さ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
居
留
地
で
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
、
ゴ
ミ
対
策
と
し
て
、
市

表1－2　横浜町会所歳出内訳

街
掃
除
団
を
組
織
し
て
、

毎
日
街
路
・
下
水
道
・
海

岸
通
り
か
ら
ゴ
ミ
を
除
き
、

各
道
路
の
お
わ
り
に
ボ
ー

ト
を
備
え
っ
け
て
、
こ
れ

を
適
当
な
場
所
に
運
ば
せ

る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、

理
髪
と
か
洗
濯
の
よ
う
な
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浜
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個
人
営
業
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
居
留
地
の
行
政
が
、
外
国
人

の
要
請
が
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
る
が
、
横
浜
の
日
本
人
街
の
行
政
に

も
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
。

　
市
役
所
の
前
身
で
あ
る
横
浜
町
会
所
の
明
治
四
年
十
一
月
か
ら
五

年
十
月
ま
で
一
年
間
の
歳
出
を
み
る
と
、
表
１
ｌ
２
の
と
お
り
で
あ
る

（
な
お
歳
入
の
八
〇
％
は
歩
合
金
〔
貿
易
商
売
込
金
高
の
三
分
の
二
〕
）
。

　
道
普
請
や
警
備
費
が
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
の
外
に
ポ

ン
プ
費
、
市
中
水
打
費
、
病
院
費
な
ど
旧
来
の
日
本
の
町
に
は
み
ら

れ
な
い
支
出
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
注
意
を
ひ
く
。

●
み
ん
な
横
浜
へ
き
た

　
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
き
わ
め
て
好
奇
心
の
強
い
民
族
だ
か
ら
、
横

浜
が
開
港
さ
れ
た
と
な
る
と
、
新
奇
な
外
国
の
風
物
を
み
よ
う
と
し

て
往
来
す
る
人
が
引
き
も
き
ら
な
か
っ
た
。
生
糸
や
茶
の
貿
易
の
た

め
、
荷
主
が
上
京
し
て
く
る
と
、
荷
を
売
込
む
ま
で
何
日
も
滞
在
す

る
。
そ
し
て
そ
の
間
の
見
聞
を
道
中
日
記
と
し
て
書
き
と
め
て
い
る

例
が
多
い
。

　
も
と
も
と
な
に
も
な
い
と
こ
ろ
に
で
き
た
新
開
地
だ
か
ら
、
居
住

す
る
人
々
は
全
部
よ
そ
も
の
だ
っ
た
。
幕
府
は
貿
易
の
統
制
を
は
か

る
た
め
、
三
井
な
ど
江
戸
商
人
の
出
店
を
奨
励
し
た
が
、
横
浜
貿
易

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
し
だ
い
に
生
産
地
か
ら
き
た
在
方
商
人
に
と

っ
て
か
わ
ら
れ
る
。
輸
出
品
の
筆
頭
を
占
め
た
生
糸
の
関
係
で
、
上

州
（
茂
木
惣
兵
衛
、
左
右
田
金
作
、
中
居
屋
重
兵
衛
）
、
甲
州
（
甲

州
屋
忠
右
衛
門
、
若
尾
幾
造
）
、
武
州
（
原
善
三
郎
）
、
信
州
（
田
中

平
八
）
な
ど
東
日
本
の
出
身
者
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
ほ
か
江
戸

店
の
番
頭
が
独
立
し
て
大
を
な
し
た
も
の
に
増
田
嘉
兵
衛
、
渡
辺
福

三
郎
な
ど
が
い
る
。

　
生
糸
の
ね
だ
ん
は
ア
メ
リ
カ
の
景
気
次
第
だ
か
ら
、
き
わ
め
て
投

機
的
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
、
の
ち
に
は
本
牧
辺
か
ら
人
力
車
に
乗
っ
て

関
内
へ
出
勤
す
る
よ
う
に
な
る
横
浜
の
豪
商
は
、
原
産
地
の
価
格
と

横
浜
で
の
売
込
み
価
格
の
サ
ヤ
を
た
く
み
に
手
中
に
お
さ
め
る
こ
と

で
、
わ
ず
か
一
〇
年
た
ら
ず
の
間
に
横
浜
貿
易
の
主
導
権
を
に
ぎ
る

存
在
と
な
っ
た
。
明
治
初
年
に
は
す
で
に
原
善
三
郎
が
横
浜
貿
易
商

の
筆
頭
で
あ
り
、
茂
木
惣
兵
衛
が
第
二
位
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
横
浜
貿
易
商
の
大
半
が
東
国
出
身
で
あ
る
た
め
に
、
神

戸
と
違
っ
て
自
ら
船
を
も
と
う
と
せ
ず
、
ま
た
商
人
か
ら
産
業
資
本

家
へ
の
転
身
も
ず
っ
と
お
く
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
横
浜
商
人
の
骨
格

は
、
あ
と
あ
と
に
な
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
作
用
し
て
く
る
の
だ

が
、
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
だ
れ
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
横
浜
は
こ

の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
真
剣
に
な
る
の
は
明
治
三
十
年
代
に
な
っ



て
か
ら
で
あ
る
。

ふ
た
り
の
市
長

●
横
浜
の
黄
金
時
代

　
こ
と
し
は
ち
ょ
う
ど
開
港
一
二
○
周
年
、
市
制
施
行
九
〇
周
年
に

あ
た
っ
て
い
る
。
な
が
い
市
政
の
う
ち
で
、
戦
前
の
貿
易
商
業
都
市

と
し
て
の
横
浜
の
黄
金
時
代
は
、
明
治
四
〇
年
以
降
の
ほ
ぼ
一
〇
年

間
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
最
盛
期
へ
の
足
が
か
り
を
つ
く

っ
た
の
は
、
四
代
市
長
市
原
盛
宏
で
あ
る
。
市
原
市
長
は
新
島
襄
門

下
の
同
志
社
出
身
（
エ
ー
ル
大
学
卒
業
）
で
、
そ
の
こ
ろ
第
一
銀
行

の
横
浜
支
店
長
だ
っ
た
が
、
か
ね
が
ね
横
浜
港
の
発
展
と
横
浜
の
工

業
都
市
と
し
て
の
成
長
を
持
論
と
す
る
積
極
論
者
だ
っ
た
の
を
み
こ

ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
市
原
市
長
の
か
つ
ぎ
だ
し
に
反
対
し
た
一
派
は
、
市
長
は
市
の
吏

員
を
登
用
す
れ
ば
よ
い
、
他
の
大
人
物
は
無
用
で
あ
る
と
主
張
し
た

が
、
結
局
投
票
に
よ
り
積
極
派
が
勝
を
占
め
た
。
市
原
市
長
は
明
治

三
六
年
一
月
か
ら
三
九
年
五
月
ま
で
約
三
年
半
そ
の
職
に
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
の
横
浜
発
展
の
方
向
づ
け
が
こ
の
間
に
な
さ
れ
た
。

1
2
　
ふ
た
り
の
市
長

　
市
原
市
長
は
、
就
任
半
年
後
の
七
月
七
日
、
横
浜
会
館
で
今
後
の

市
政
に
つ
い
て
自
己
の
見
解
を
の
べ
、
市
民
の
協
力
を
要
望
し
た
。

市
原
が
市
会
だ
け
で
な
く
、
市
民
に
も
訴
え
た
の
は
、
「
横
浜
市
長

空
前
の
快
挙
」
で
あ
る
と
、
当
時
の
新
聞
は
報
道
し
て
い
る
。

　
演
説
の
要
旨
は
、
「
今
日
ま
で
の
横
浜
の
発
達
は
受
動
的
な
発
達

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
期
は
終
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
自
動
的
即
働
き

か
け
の
発
達
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
産
業
基
盤
整
備
、
生
活
基

盤
整
備
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
を
検
討
す
る
都
市
政

策
に
関
す
る
委
員
会
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
」
。
産
業
基
盤
整
備
に

は
、
港
湾
の
設
備
完
成
、
交
通
機
関
の
設
備
完
成
、
商
取
引
関
係
の

改
善
、
市
内
工
業
の
興
起
発
達
の
四
点
が
重
点
と
さ
れ
た
。

　
一
方
、
生
活
基
盤
整
備
に
は
、
衛
生
設
備
の
改
善
、
教
育
事
業
の
。

発
達
、
慈
善
事
業
の
奨
励
整
理
、
図
書
館
の
設
立
、
美
術
館
・
公
園

な
ど
市
民
生
活
を
豊
か
に
す
る
施
設
の
設
置
を
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
、
バ

ー
ミ
ン
ガ
ム
そ
の
他
欧
米
近
代
都
市
の
例
を
あ
げ
て
強
調
し
た
。

　
こ
れ
を
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
市
原
市
長
の
描
い
た
横
浜
の
将

来
像
は
、
産
業
港
湾
都
市
で
あ
る
一
方
、
近
代
的
な
都
市
政
策
に
よ

っ
て
整
備
さ
れ
た
住
み
よ
い
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
市
政
研
究

委
員
会
の
設
置
構
想
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
に
な
い
手
と
し
て
は
、

近
代
的
な
市
民
社
会
に
お
け
る
市
民
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。




