
●横浜はいま

●
都
市
の
経
営

　
「
い
き
い
き
と
し
た
都
市
｜
横
浜
－
」
そ
れ
を
つ

く
る
主
人
公
は
、
市
民
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々

の
市
民
の
活
力
を
十
分
に
生
か
す
環
境
を
つ
く

り
、
す
べ
て
の
市
民
の
活
力
を
都
市
全
体
に
反
映

さ
せ
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を
用
意
す
る
の
は
、
都
市

自
治
体
と
し
て
の
「
横
浜
市
」
の
責
任
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
の
間
に
あ
る
問
題

　
そ
の
意
味
で
、
今
後
、
横
浜
市
が
主
体
的
に
都

市
を
経
営
し
て
い
く
た
め
の
課
題
を
い
く
つ
か
と

り
あ
げ
て
み
た
い
。

　
第
一
は
、
「
よ
こ
は
ま
2
1
世
紀
プ
ラ
ン
」
を
着
実

に
実
行
し
な
が
ら
、
情
勢
の
変
化
に
対
し
て
は
機

敏
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
費
用
と
効
果
の
バ
ラ
ン
ス
を
常
に
考

え
て
、
効
率
的
に
行
政
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
都
市
自
治
体
が
主
体
的
に
仕
事
が
で

き
る
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
て
あ
る
。

　
第
四
は
、
国
や
県
と
、
横
浜
の
よ
う
な
大
規
模

な
自
治
体
と
が
受
け
持
つ
べ
き
役
割
や
責
任
の
範

囲
を
見
直
し
て
、
都
市
自
治
体
と
し
て
必
要
な
権

限
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

●
”
新
た
な
豊
か
さ
を
求
め
て
”

　
”
新
た
な
豊
か
さ
を
求
め
て
”
。
こ
れ
は
、
今
後

の
市
政
運
営
の
基
本
方
向
を
示
す
「
よ
こ
は
ま
2
1

世
紀
プ
ラ
ン
」
の
副
題
で
あ
る
。
物
の
豊
か
さ
ば

176

る
。

を
調
整
し
な
が
ら
、
都
市
全
体
を
経
営
し
て
い
く

責
任
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
目
標
を
定
め
効
率
的

に
行
政
を
進
め
、
牽
引
（
け
ん
い
ん
）
役
、
調
整

役
と
し
て
主
体
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

３ 都市の主体性の確立

③一横浜の活力の創造
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た
り
と
も
休
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
「
よ
こ
は
ま
2
1
世
紀
プ
ラ
ン
」
を
市
民
と
行
政
と

の
共
同
作
品
と
し
て
、
着
実
に
実
現
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

●
効
率
的
な
行
政
運
営

か
り
で
な
く
、
生
活
の
質
を
追
求
す
る
こ
と
に
ね

ら
い
が
あ
る
。
市
民
の
参
加
を
得
て
つ
く
っ
た
こ

の
プ
ラ
ン
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
横
浜

に
新
た
な
息
吹
を
も
た
ら
そ
う
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
、
限
ら
れ
た
財
源
の
な
か
で
、
ど

の
施
策
を
優
先
さ
せ
る
か
、
市
民
や
企
業
の
協
力

を
ど
う
得
て
い
く
か
。
社
会
経
済
情
勢
が
変
化
し

た
場
合
に
、
ど
う
機
敏
に
対
応
す
る
か
な
ど
を
常

に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
横
浜
」
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
。
新
た
な
「
横
浜
」

を
次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
。
街
づ
く
り
は
、
一
時

　
経
済
情
勢
の
変
化
や
多
様
化
す
る
市
民
要
求
に

対
応
す
る
に
は
、
限
ら
れ
た
財
源
の
な
か
で
、
ム

ダ
を
省
き
、
効
率
的
な
行
政
運
営
を
行
う
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
事
業
の
厳
し
い

選
択
、
合
理
的
な
組
織
運
営
、
職
員
の
意
識
改
革

な
ど
、
行
政
の
効
率
化
を
総
合
的
に
展
開
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

〔
行
政
機
構
の
簡
素
化
〕
　
横
浜
市
で
は
、
こ
れ
ま

で
局
な
ど
の
削
減
な
ど
、
機
構
の
見
直
し
を
行
っ

て
き
た
。
今
後
と
も
機
構
の
安
易
な
膨
張
を
で
き

る
だ
け
抑
え
る
と
同
時
に
、
新
た
な
行
政
需
要
の

増
大
や
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
組
織
の

充
実
と
機
構
の
簡
素
化
を
図
り
、
柔
軟
な
組
織
運

営
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

〔
職
員
の
配
置
と
意
識
改
革
〕
　
行
政
需
要
や
公
共

施
設
の
増
大
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
計
画
性
の

あ
る
弾
力
的
な
職
員
配
置
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
公
務
員
と
し
て
の
自
覚
と
幅
広
い
識
見

を
持
つ
こ
と
が
職
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
自
己

啓
発
、
研
修
、
実
践
の
場
を
通
じ
て
職
員
の
意
識

と
能
力
を
高
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
事
務
の
近
代
化
〕
　
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
化

し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
こ
と
は
、
緊

急
の
課
題
で
あ
る
。
行
政
事
務
の
機
械
化
や
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
も
そ
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
で

あ
る
。
高
度
情
報
化
時
代
を
む
か
え
て
い
る
今
日
、

行
政
事
務
と
情
報
処
理
の
あ
り
方
を
明
確
に
し

て
、
計
画
的
に
事
務
の
省
力
化
を
行
う
必
要
が
あ

●
自
主
的
に
使
え
る
財
源

　
市
が
自
主
的
な
判
断
の
も
と
に
、
市
民
生
活
の

向
上
の
た
め
の
仕
事
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、

そ
の
裏
付
け
と
な
る
財
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
治
体
に
お
け
る
財

源
の
多
く
は
、
国
の
配
分
な
ど
に
依
存
す
る
も
の

177

る
。

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
横
浜
市
が
効
率
的
な
行
政
運

営
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
多
く
の
課
題
が
あ

　
「
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
あ
げ
る
」
た

め
、
常
に
納
税
者
の
視
点
に
立
っ
た
経
営
努
力
を

行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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が
多
く
、
自
主
的
な
財
源
の
確
保
は
極
め
て
困
難

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
て
、
市
税
収
入
の
割

合
は
、
他
の
大
都
市
に
比
較
し
て
高
い
も
の
の
、

一
般
会
計
で
五
〇
％
を
超
え
る
程
度
に
と
ど
ま

り
、
分
担
金
・
負
担
金
や
使
用
料
・
手
数
料
な
ど

の
、
そ
の
他
の
自
主
財
源
を
加
え
て
も
、
収
入
全

体
の
六
〇
％
を
若
干
上
回
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ

ら
自
主
財
源
の
確
保
や
自
治
体
の
主
体
的
財
政
運

営
を
困
難
に
し
て
い
る
問
題
点
は
。

　
①
　
税
の
配
分
制
度

　
②
　
地
方
交
付
税
制
度

　
③
　
国
庫
補
助
負
担
金
制
度

て
あ
る
。

〔
税
の
配
分
制
度
〕
　
自
治
体
が
学
校
や
道
路
を
つ

く
る
の
に
必
要
な
経
賞
は
、
基
本
的
に
は
企
額
自

治
体
固
有
の
財
源
（
自
主
財
源
）
て
ま
か
な
う
こ

と
が
望
ま
し
い
が
、
現
在
の
税
制
度
を
み
る
と
、

税
金
は
国
に
六
四
％
、
自
治
体
に
三
六
％
入
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
る
。
国
に
納
め
ら
れ
た
税
金
の

一
部
は
、
地
方
交
付
税
・
国
庫
支
出
金
と
し
て
自

治
体
に
再
配
分
さ
れ
る
、
こ
の
た
め
、
実
際
に
支

出
す
る
段
階
に
お
け
る
税
金
の
配
分
は
、
国
の
仕

事
に
二
三
％
、
自
治
体
の
仕
事
に
七
七
％
の
割
合

と
な
り
、
逆
転
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
国
か
ら
自
治
体
に
税
金
の
再
配
分
が
行
わ
れ
る

の
は
、
財
源
が
豊
か
な
自
治
体
と
そ
う
で
な
い
自

治
体
を
調
整
し
て
、
つ
り
あ
い
を
と
る
意
味
も
あ

り
一
概
に
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本

来
、
財
源
が
豊
か
で
あ
る
べ
き
指
定
都
市
の
す
べ

て
が
、
三
九
年
度
以
降
地
方
交
付
税
の
交
付
団
体

と
な
っ
て
い
る
現
状
を
考
え
て
も
、
現
行
の
税
源

配
分
は
適
切
さ
を
欠
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
再
配
分
を
通
し
て
国
が
自
治
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
な
ど
、
自
治
体
に
い
ろ
い
ろ
な
制
約
を
与

え
て
い
る
実
態
も
無
視
で
き
な
い
。

　
都
市
自
治
体
の
財
政
運
営
を
地
方
分
権
の
立
場

か
ら
推
進
す
る
に
は
、
国
と
地
方
と
の
現
在
の
税

源
配
分
を
改
め
、
地
方
税
に
よ
る
財
源
を
拡
充
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
拡
充
に
あ
た
っ
て

は
、
法
人
所
得
課
税
・
消
費
流
通
課
税
な
ど
の
都

市
税
源
を
重
点
的
に
拡
充
す
る
方
向
て
、
国
と
地

方
自
治
体
、
府
県
と
市
町
村
相
互
に
お
い
て
税
源

を
再
配
分
し
て
い
く
べ
き
て
あ
ろ
う
。

〔
地
方
交
付
税
制
度
〕
　
地
方
交
付
税
制
度
は
、
地

方
自
治
体
の
財
源
の
均
衡
化
を
図
る
た
め
、
国
税

178
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の
一
部
を
適
切
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財

政
力
の
低
い
自
治
体
に
対
し
て
、
そ
の
団
体
の
自

主
性
を
確
保
し
つ
つ
一
定
の
行
政
水
準
を
確
保
す

る
た
め
に
必
要
な
財
源
を
保
障
す
る
も
の
で
あ

る
。
配
分
総
額
は
、
国
税
三
税
（
所
得
税
・
法
人

税
・
酒
税
）
の
三
二
％
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　
本
来
、
都
市
自
治
体
の
財
源
を
充
実
す
る
た
め

に
は
、
都
市
税
制
を
強
化
す
る
こ
と
が
最
も
望
ま

し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
実
現
す
る
ま
で
の
間
は
、

一
定
の
財
源
を
保
障
し
、
財
政
調
整
の
機
能
を
果

た
し
て
い
る
地
方
交
付
税
を
安
定
し
て
確
保
す
る

こ
と
が
、
都
市
自
治
体
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で

あ
る
。
五
〇
年
以
降
の
大
幅
な
地
方
財
源
不
足
に

対
し
、
国
で
は
地
方
交
付
税
必
要
額
を
借
り
入
れ

に
よ
っ
て
確
保
す
る
と
と
も
に
、
特
別
な
地
方
債

で
あ
る
財
源
対
策
債
の
発
行
を
許
可
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
財
政
危
機
を
免
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
場
し
の
ぎ
の
も
の
に
す
ぎ

ず
、
借
金
の
ツ
ケ
は
次
の
世
代
に
重
く
の
し
か
か

る
こ
と
に
な
る
。
地
方
財
源
不
足
を
根
本
的
に
解

決
す
る
た
め
に
は
、
交
付
税
配
分
総
額
の
割
合
（
三

二
％
）
を
引
き
あ
げ
る
こ
と
や
、
対
象
と
す
る
税

目
を
広
げ
る
な
ど
、
安
定
し
た
交
付
税
総
額
を
確

保
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

〔
国
庫
補
助
負
担
金
制
度
〕
　
国
庫
補
助
負
担
金
制

度
は
、
①
一
定
の
行
政
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
、

国
が
進
ん
で
そ
の
経
費
を
負
担
す
る
必
要
が
あ
る

事
務
、
②
国
民
経
済
に
適
合
す
る
総
合
的
な
計
画

に
従
っ
た
、
土
木
そ
の
他
の
建
設
事
業
な
ど
に
要

す
る
経
費
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

国
が
負
担
す
る
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
国

庫
補
助
負
担
金
制
度
に
は
、
地
方
自
治
体
の
超
過

負
担
の
問
題
や
自
治
体
の
主
体
性
を
考
慮
し
な
い

補
助
条
件
、
補
助
手
続
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
こ

れ
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
補
助
単
価
や
補
助
対

象
範
囲
を
さ
ら
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体

が
地
域
の
実
情
に
即
し
て
主
体
的
に
財
源
を
使
用

し
て
い
く
た
め
の
方
法
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
国
の
縦
割
り
行
政
の
弊
害
を
取

り
除
く
と
と
も
に
、
国
の
補
助
条
件
を
最
小
限
に

と
ど
め
、
自
治
体
が
最
も
必
要
と
す
る
事
業
の
選

択
が
行
え
る
よ
う
、
た
と
え
ば
総
合
補
助
金
制
度

を
創
設
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
都
市
自
治
体
が
地
域
の
実
情
に
あ
わ

せ
て
、
行
政
の
総
合
性
や
自
主
性
を
確
保
す
る
た

め
に
は
、
現
行
制
度
が
根
本
的
に
見
直
さ
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
国
庫
補
助
負
担
金
を
て
き
る
だ

け
整
理
統
合
し
、
包
括
的
に
一
般
財
源
と
し
て
自

治
体
に
委
譲
す
る
こ
と
が
最
も
有
効
な
手
段
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
都
市
自
治
体
が
主

体
的
に
都
市
を
運
営
し
て
い
く
た
め
に
は
、
現
在

の
税
財
政
制
度
に
改
善
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
が
改
善
さ
れ
て
こ
そ
、

真
の
自
治
体
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ

と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

●
市
町
村
の
時
代
の
確
立

　
「
自
治
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
自
ら
治
め
る

こ
と
て
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
自
治
体
は
、
自

ら
治
め
る
の
に
必
要
な
権
限
と
財
源
を
十
分
持
っ

て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
今
日
、
横
浜
市
が
行
う
仕
事
の
領

域
は
広
く
、
ゴ
ミ
収
集
、
道
路
・
下
水
道
・
学
校

の
建
設
な
ど
市
民
生
活
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
分

野
で
か
か
わ
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た

と
え
ば
道
路
な
ど
の
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
国
と

の
協
議
が
細
部
に
わ
た
る
こ
と
が
多
く
、
独
自
に

仕
事
を
処
理
で
き
る
も
の
が
少
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
原
因
は

何
て
あ
ろ
う
か
。

　
原
因
の
第
一
は
、
国
か
ら
の
補
助
金
な
し
で
は
、

必
要
と
す
る
仕
事
を
満
足
に
処
理
で
き
な
い
と
い

う
地
方
財
政
の
構
造
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
国
が
縦
割
り
行
政
に
な
っ
て
お
り
、

自
治
体
は
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
仕
事
を
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
仕
事
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

逆
に
国
へ
の
依
存
姿
勢
を
強
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
構
造
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
は
、
市
民
生
活
に
密
着
し
た
仕
事
の
多
く

を
、
全
国
画
一
的
な
国
の
基
準
の
も
と
に
行
わ
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
実
態
で
あ
る
。

　
今
や
、
「
市
町
村
の
時
代
」
で
あ
り
、
真
の
自
治

を
確
立
す
る
と
き
で
あ
る
。
横
浜
市
が
、
こ
の
よ

う
な
認
識
の
う
え
に
立
っ
て
、
地
域
の
実
態
に
合

わ
せ
た
街
づ
く
り
や
都
市
運
営
を
行
っ
て
い
く
た

め
に
は
、
市
民
の
立
場
か
ら
制
度
の
改
善
と
、
権

限
の
拡
大
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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