
Ⅲ

章

考
え
ろ



そ
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
街
の
顔
が
よ
く
見
え
て
く
る
も
の
で
す
。

し
ば
し
歩
み
を
と
め
て
、
中
区
の
街
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
市
街
化
が

周
辺
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
軌
跡
を
追
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

中
区
の
歴
史
は
、
開
港
以
来
、
ほ
ん
の
一
三
○
年
間
の
出
来
事
で
す
。
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
の
な
か
に
は
、

実
際
に
体
験
し
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
は
ず
で
す
。

こ
ん
な
身
近
な
歴
史
で
す
か
ら
、
本
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
歴
史
と
は
違
っ
て
、

子
供
の
こ
ろ
の
遊
び
な
ど
身
近
な
も
の
か
ら
思
い
返
す
よ
う
に
し
て
、

街
の
変
遷
を
実
感
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
う
し
て
中
区
の
歴
史
を
ふ
り
返
る
と
、
い
つ
も
な
ら
何
気
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
街
角
が
、

実
に
多
く
の
ド
ラ
マ
を
も
っ
て
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
す
。

砂
の
よ
う
に
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
か
っ
た
巨
大
都
市
に
も
、
ど
こ
か
親
し
み
を
お
ぼ
え
る
も
の
が
出
て
き
ま
す
。

私
た
ち
の
街
づ
く
り
は
、
こ
う
し
て
さ
ら
に
歩
み
始
め
ま
す
。

め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
ゆ
く
都
市
１
．

街
の
変
遷
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の回こより活樫l地

、



●
激
動
の
歴
史

中
区
の
歩
み
は
、
同
時
に
横
浜
の
歩
み
で
も
あ
り
、
ま
さ
に
激
動
の
歴
史
の

く
り
返
し
で
し
た
。

東
海
道
筋
か
ら
離
れ
た
一
寒
村
だ
っ
た
横
浜
は
、
開
港
に
よ
っ
て
外
国
か
ら

も
国
内
各
地
か
ら
も
、
商
人
が
洪
水
の
よ
う
に
集
ま
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
国

際
貿
易
都
市
と
な
り
ま
し
た
。
街
は
人
で
あ
ふ
れ
、
海
岸
や
沼
地
が
次
々
に
埋

立
て
ら
れ
、
横
浜
は
ど
ん
ど
ん
ふ
く
れ
あ
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の

数
回
の
大
火
災
に
よ
り
、
街
は
灰
と
化
し
て
は
ま
た
復
活
す
る
と
い
う
歴
史
を

く
り
返
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
不
屈
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
歴
史
が
、

こ
の
街
の
第
一
の
顔
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

●
村
か
ら
街
へ

も
う
一
つ
の
顔
は
、
美
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
た
静
か
な
村
が
、
都
市
化
さ
れ

て
い
く
歴
史
で
す
。
北
方
村
、
本
牧
本
郷
村
、
根
岸
村
な
ど
の
郊
外
は
、
半
農

半
漁
の
村
で
し
た
が
、
都
心
部
の
影
響
を
受
け
、
市
街
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
地
域
は
、
た
び
重
な
る
災
害
に
と
も
な
う
都
心
か
ら
の
避
難
者
の
受

け
入
れ
先
と
な
り
、
ま
た
食
糧
の
補
給
基
地
と
な
っ
て
、
常
に
都
心
を
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
な
が
ら
市
街
化
の
途
を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
戦
災
で
は
都
心
と
同
じ
よ
う
な
被
害
を
受
け
な
が
ら
、
不
幸
な

こ
と
に
、
進
駐
軍
に
よ
る
接
収
の
傷
が
か
な
り
深
く
、
復
興
は
都
心
よ
り
ず
つ

の
う
霞

ま
た
、
埋
立
て
に
よ
っ
て
海
辺
を
失
い
、
雫

し
た
開
発
本
位
の
街
づ
く
り
が
、
今
で
は
戦
々

お
い
を
奪
う
皮
肉
な
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

を
失
い
、
開
発
に
よ
っ
て
緑
が
減
り
、
こ
う

今
で
は
戦
争
の
傷
跡
以
上
に
、
街
か
ら
う
る

２
り

●開港以前の中区にあたる村々横浜開港見分図(安政6年）横浜市立図書館蔵

■.)l1iiJI■■7喪口噛i六ﾓ未了零三貝臓纏開膳量分圏Ｊ１〃

肴ib震1iii

露
シ
蕊

i3嚢iiiiiiiii5iリ …
攪

田Ef`鯏愛鐘露-聾

零日!■■i壱=￣

｢新WHH邑固腹風土記jiq｣(文政１０年､1827年)によると、開港以前の中区の地域

には①横浜村(87戸)､①野毛浦、⑬吉田新田(天保11年、1840年で88戸)、

④北方村(70戸)、⑮本枚本郷村(430戸)、①根岸村(180戸)がありました。

6４



開
港
以
前
、
中
区
に
あ
た
る
地
域
に
は
六
四
ペ
ー
ジ
の
絵
図
の
と
お
り
、
横

浜
村
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
村
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
村
は
、
東
海
道
か

ら
離
れ
、
商
品
生
産
の
少
な
い
貧
し
い
半
農
半
漁
の
村
で
し
た
。
こ
の
な
か
の

一
寒
村
が
国
際
貿
易
都
市
と
し
て
飛
躍
的
に
発
展
し
、
押
し
寄
せ
る
人
の
波
で
、

急
速
に
膨
脹
し
て
い
き
ま
し
た
。

●
居
留
地
を
隔
離
し
た
区
画
整
理

都
市
形
成
の
第
一
歩
は
、
街
を
区
画
す
る
こ
と
で
し
た
。
幕
府
は
横
浜
村
の

住
人
を
強
制
的
に
本
村
（
現
在
の
元
町
）
へ
立
ち
退
か
せ
、
こ
こ
を
居
留
地
と

し
て
、
移
住
し
て
き
た
外
国
人
と
日
本
人
商
人
を
住
ま
わ
せ
ま
し
た
。
中
央
に

あ
た
る
現
在
の
県
庁
の
位
置
に
、
神
奈
川
運
上
所
を
設
け
、
そ
の
東
側
を
外
国

人
居
留
地
に
、
西
側
を
日
本
人
の
街
に
は
っ
き
り
と
分
け
て
、
内
外
通
商
を
監

視
し
や
す
い
よ
う
に
し
、
同
時
に
尊
皇
穰
夷
派
の
日
本
人
が
外
国
人
居
留
地
に

侵
入
し
て
危
害
を
及
ぼ
す
こ
と
を
防
ぎ
ま
し
た
。

●
近
代
都
市
計
画
の
先
駆

開
港
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
街
は
、
わ
ず
か
七
年
後
の
慶
応
二
年
（
’
八
六

六
年
）
、
豚
屋
火
事
に
よ
っ
て
関
内
の
一
一
一
分
の
二
が
焼
き
払
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
以
後
、
外
国
人
街
へ
の
延
焼
を
防
ぐ
た
め
、
防
火
帯
と
し
て
幅
三
六
メ
ー

ト
ル
の
日
本
大
通
り
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

街
に
生
じ
た
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
意
図
的
、
計
画
的
に
整

備
を
行
う
こ
と
を
都
市
計
画
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
「
第
三
回
地
所
規
則
」
と

名
づ
け
ら
れ
た
計
画
は
、
街
の
防
火
を
目
的
と
し
た
道
路
の
計
画
的
整
備
や
、

開
港
・
文
明
開
化
期
［
安
政
六
年
～
明
治
末
ご
ろ
］

の

雪
り

●明治初期の都心部
PlanofSettlementofYokohama(明治3年）神奈川県立文化資料館蔵

'1

Ｌ」

霞

中央にある太い道路力（防火帯としてつくられた日本大通りで、これをはさ

んで右側が日本人居住地、左側が外国人居留地です。現在の都心部の街並が

この時点でほぼでき上がっています。
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暮
ら
す
街
と
な
り
ま
し
た
。

外
国
人
の
中
に
は
、
居
留
地
を
出
て
郊
外
に
住
む
人
も
現
れ
、
明
治
四
二
年

に
は
、
根
岸
、
鷺
山
、
北
方
に
約
一
○
○
人
ほ
ど
の
外
国
人
が
住
ん
で
い
た
と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
横
浜
は
次
第
に
日
本
人
と
外
国
人
が
共
に

●
曰
本
人
と
外
国
人
が
共
に
暮
ら
す
街

明
治
一
一
三
年
、
居
留
地
制
度
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

公
園
・
下
水
道
の
整
備
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
が
わ
が
国
初

の
都
市
計
画
と
な
り
ま
し
た
。

同
時
に
行
わ
れ
た
横
浜
公
園
、
山
手
公
園
、
街
路
樹
、
下
水
道
の
整
備
も
、

近
代
都
市
計
画
の
先
駆
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

●
急
激
な
人
ロ
集
中
に
追
い
つ
か
な
い
上
下
水
道

明
治
に
は
い
る
と
、
ガ
ス
灯
、
鉄
道
、
上
下
水
道
な
ど
、
都
市
基
盤
の
整
備

が
次
々
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
一
五
年
に
七
六
、
○
○
○
人
だ
っ

た
横
浜
区
の
人
口
が
、
明
治
三
○
年
に
は
一
八
七
、
○
○
○
人
に
な
る
と
い
う

急
激
な
人
口
増
加
に
は
、
と
て
も
追
い
つ
か
な
い
状
況
で
し
た
。

つ
い
に
明
治
一
○
年
、
不
良
な
飲
料
水
が
原
因
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
、
死
者

六
三
五
人
を
出
す
と
い
う
大
惨
事
を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
○
年
後
の

明
治
二
○
年
、
相
模
川
か
ら
野
毛
貯
水
池
ま
で
の
一
二
○
キ
ロ
を
鉄
管
で
結
び
、

や
っ
と
日
本
初
の
近
代
水
道
が
完
成
し
ま
し
た
。

ま
た
、
明
治
二
○
年
に
は
、
居
留
地
内
に
我
が
国
初
の
陶
管
下
水
道
が
完
成

し
ま
し
た
。

●
郊
外
へ
も
市
街
化
の
波
が

郊
外
の
閑
静
な
農
村
、
漁
村
だ
っ
た
北
方
村
、
本
牧
本
郷
村
、
根
岸
村
に
も
、

市
街
化
の
芽
が
出
始
め
ま
し
た
。

関
内
の
居
留
地
が
山
手
へ
拡
大
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
近
代
化
の
影
響
を
受

け
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
の
で
す
。
外
人
遊
歩
道
、
根
岸
競
馬
場
、
本
牧
十
二

天
付
近
の
海
水
浴
場
、
天
沼
の
ビ
ー
ル
エ
場
な
ど
が
で
き
て
、
そ
の
後
の
開
発

に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

山手根岸外人遊歩道略図

｢港町横浜の都市形成史｣より●明治時代の郊外部

旧居留地
夕C白P｡
■グヨ

猟i1iil，
F山手居留地Ｌ、

汀

12iiiliノ、

鯉

外人遊歩､lは散歩を好む外匡１人の要求によってつくられたもので、

特に現在の根岸旭台の不動坂は、美しい海岸線力望める場所として

好まれました。本牧十二天などは外国人の海,k浴判Iになりました。
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飛
躍
的
に
増
大
す
る
貿
易
貨
物
に
対
応
す
る
た
め
、
現
在
の
新
山
下
に
あ
た

る
山
下
海
岸
の
埋
立
て
な
ど
、
港
湾
機
能
を
充
実
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
当
時

東
洋
一
の
規
模
を
誇
る
新
港
ふ
頭
と
大
桟
橋
が
建
設
さ
れ
、
横
浜
港
を
貿
易
港

と
し
て
大
き
く
前
進
さ
せ
ま
し
た
。

●
路
面
電
車
の
開
通
に
と
も
な
っ
て
、
開
発
さ
れ
る
郊
外

明
治
四
四
年
、
横
浜
電
気
鉄
道
（
の
ち
の
市
電
）
は
、
本
牧
宮
原
ま
で
開
通

し
、
さ
ら
に
大
正
一
三
年
に
は
一
一
一
之
谷
ま
で
延
長
さ
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て

郊
外
が
急
速
に
市
街
化
さ
れ
ま
し
た
。

本
牧
で
の
宅
地
開
発
は
、
明
治
三
五
年
ご
ろ
か
ら
か
な
り
盛
ん
で
、
原
一
一
一
溪

に
よ
る
本
牧
三
之
谷
の
宅
地
造
成
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
根
岸
で
は
、
競
馬

場
の
影
響
で
早
く
か
ら
開
け
て
い
た
山
元
町
や
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
場
の
で
き
て
い

た
大
和
町
は
、
そ
れ
な
り
の
発
展
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
大
の
ネ
ッ
ク
は
都

心
と
の
間
に
山
手
の
丘
が
あ
る
こ
と
で
、
地
蔵
坂
な
ど
交
通
の
便
の
悪
さ
が
発

展
に
歯
ど
め
を
か
け
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
麦
田
の
ト
ン
ネ
ル
が
で
き
、
電
車

が
開
通
し
た
こ
と
で
解
決
し
、
三
溪
園
や
本
牧
の
海
水
浴
場
な
ど
は
、
観
光
地

と
し
て
の
に
ぎ
わ
い
も
出
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
牛
乳
や
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
ト
マ
ト
な
ど
の
西
洋
野
菜
の
生
産
が
盛

ん
だ
っ
た
根
岸
の
丘
陵
部
で
は
、
大
正
八
年
、
埋
地
に
大
火
が
発
生
し
た
と
き
、

そ
の
被
災
者
の
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
が
柏
葉
に
建
て
ら
れ
る
と
、
次
第
に
住
宅
地

と
し
て
移
り
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

●
貿
易
港
と
し
て
前
進
す
る
横
浜
港

中
区
は
、
大
正
時
代
に
は
い
っ
て
繁
栄
期
を
迎
え
ま
す
。
都
心
部
は
す
で
に

都
市
と
し
て
の
成
熟
期
に
は
い
り
、
郊
外
も
路
面
電
車
の
開
通
に
よ
り
、
よ
う

や
く
本
格
的
に
市
街
化
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

開
港
以
来
、
い
つ
気
に
発
展
を
遂
げ
た
横
浜
は
、
こ
の
時
期
に
一

不
備
な
点
を
解
決
す
る
い
ろ
い
ろ
な
整
備
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

繁
栄
期
［
明
治
末
期
～
大
正
二
年
］

こ
の
時
期
に
こ
れ
ま
で
の

●繁栄期の中区 明治39年地形図国土地理院

黒い部分が住宅などの建っている地域で、都､部と元町・石川町地

区はすでにびっしりと立て込んでいます。郊外部では谷戸部から宅

地化が始まり、この後､市電の開通によって急速に開けていきました。
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関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
、
横
浜
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
被
害
家

屋
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
り
、
二
万
人
あ
ま
り
の
死
者
を
出
し
ま
し
た
。

そ
の
復
興
途
上
の
昭
和
二
年
、
中
区
は
誕
生
し
ま
し
た
。

●
県
年
間
予
算
の
一
○
倍
の
費
用
を
投
じ
た
復
興
事
業

復
興
に
は
、
区
画
整
理
が
最
初
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
個
々
の
土
地
の
一
割
を

無
償
提
供
さ
せ
る
と
い
う
、
か
な
り
の
強
行
策
で
し
た
が
、
都
市
の
災
害
を
最

小
限
に
押
え
る
た
め
の
都
市
計
画
の
考
え
方
に
も
と
づ
く
も
の
で
し
た
。

現
在
の
本
牧
通
り
も
、
こ
の
と
き
交
通
の
便
と
防
火
帯
の
役
目
を
考
え
て
、

幅
一
一
一
一
～
二
五
メ
ー
ト
ル
に
拡
幅
さ
れ
ま
し
た
。
市
で
は
、
関
内
か
ら
横
浜
駅

に
か
け
て
の
地
域
を
市
の
中
枢
地
と
し
て
大
々
的
に
整
備
し
よ
う
と
計
画
し
ま

し
た
が
、
国
か
ら
の
補
助
金
が
不
足
し
て
計
画
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り

ま
し
た
。
結
局
、
横
浜
経
済
の
生
命
で
あ
る
港
湾
施
設
な
ど
都
心
機
能
を
重
点

的
に
修
復
す
る
の
に
と
ど
め
、
肝
心
の
住
宅
整
備
は
後
ま
わ
し
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
住
居
を
失
っ
た
市
民
に
は
、
埋
立
て
が
完
了
し
た
ば
か
り
の
新
山

下
に
二
八
○
戸
の
ア
パ
ー
ト
が
建
ち
、
ま
た
豆
口
や
柏
葉
に
も
現
在
の
団
地
の

先
が
け
と
な
っ
た
市
営
住
宅
が
建
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
街
の
発
展
や
宅
地
化
の

き
っ
か
け
を
つ
く
り
ま
し
た
。

復
興
は
、
昭
和
四
年
ご
ろ
ま
で
に
ほ
ぼ
完
了
し
、
そ
の
費
用
は
一
一
～
三
億
円

で
、
当
時
の
神
奈
川
県
の
年
間
予
算
一
一
、
三
○
○
万
円
の
約
一
○
倍
で
し
た
。

関
東
大
震
災
・
復
興
期

た
く
さ
ん
の
人
命
を
守
り
ま
し
た
。
こ
の
公
園
の
機
能
が
注
目
さ
れ
て
、
復
興

に
は
、
公
園
の
増
設
に
大
き
な
力
が
注
が
れ
ま
し
た
。
倒
れ
た
建
物
の
ガ
レ
キ

の
処
分
を
か
ね
て
、
山
下
町
の
海
岸
を
埋
め
て
つ
く
っ
た
の
が
、
現
在
の
山
下

公
園
で
す
。
臨
海
公
園
と
し
て
は
全
国
初
の
も
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
、
野
毛

復
興
は
、
昭
和
四
年
ご
ろ
ま

で
、
当
時
の
神
奈
川
県
の
年
間

●
市
民
の
生
命
を
救
っ
た
公
園

公
園
で
す
。
臨
海
公
園
と
し
て
は
全
国
初
の
も
の
で
一

山
、
元
町
の
公
園
が
こ
の
と
き
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

震
災
で
は
、
掃
部
山
公
園
、
横
浜
公
園
が
多
く
の
市
民
の
避
難
所
と
な
り
、

［
大
正
一
二
年
～
昭
和
一
九
年
］

●関東大震災の壊滅的な被害 ｢横漬復興誌」震災被害図より作成

黒い部分が消失、全壊した地域です。中区の都心部は、ほぼ全滅と

もいえる被害を受け、埋立てられたばかりの新山下や、あまり被害

を受けなかった郊外部に､被災者を受け入れる住宅力種てられました。
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戦
争
で
横
浜
は
、
市
街
地
の
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
焼
失
、
約
四
○
万
人
が
被

災
し
ま
し
た
。
中
区
は
区
内
面
積
の
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
接
収
さ
れ
る
と
い
う

あ
り
さ
ま
で
し
た
。
わ
ず
か
に
焼
け
残
っ
た
ピ
ル
は
進
駐
軍
に
接
収
さ
れ
、
外

国
人
相
手
の
土
産
物
屋
や
病
院
な
ど
と
な
り
、
ま
た
、
焼
け
跡
に
も
カ
マ
ボ
コ

兵
舎
や
小
型
飛
行
場
な
ど
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
二
七
年
、
都
心
部
の
接
収
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
代
替
地
と
し

て
、
新
山
下
三
丁
目
に
米
軍
の
べ
イ
サ
イ
ド
コ
ー
ト
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

●
防
火
を
重
視
し
た
復
興
事
業
と
戦
後
の
発
展

復
興
事
業
は
、
二
度
と
再
び
都
市
全
体
が
崩
壊
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
都
心

で
は
幹
線
道
路
沿
い
に
耐
火
建
築
物
を
約
一
○
キ
ロ
も
連
ね
、
火
災
の
延
焼
を

く
い
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

戦
前
、
別
荘
や
お
屋
敷
町
と
し
て
落
着
い
た
雰
囲
気
の
あ
っ
た
野
毛
は
、
ヤ

ミ
市
が
立
ち
、
雑
踏
の
町
に
一
変
し
、
接
収
さ
れ
た
山
手
周
辺
の
丘
陵
地
は
、

洋
式
の
ス
マ
ー
ト
な
住
宅
が
建
て
ら
れ
、
次
第
に
宅
地
化
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
関
内
は
接
収
が
解
除
さ
れ
て
も
、
戦
後
の
混
乱
で
復
興
が
思
う
よ
う

に
進
ま
ず
、
昭
和
三
○
年
代
に
な
っ
て
も
雑
草
が
茂
る
ま
ま
で
、
人
々
か
ら
関

内
牧
場
と
よ
ば
れ
る
始
末
で
し
た
。

昭
和
一
一
一
三
年
、
小
港
に
当
時
と
し
て
は
最
先
端
の
鉄
筋
四
階
建
一
六
棟
の
団

地
が
建
ち
、
高
層
ア
パ
ー
ト
時
代
の
幕
明
け
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
接
収
さ

れ
た
山
下
公
園
が
返
還
さ
れ
、
港
の
見
え
る
丘
公
園
が
市
民
に
開
放
さ
れ
、
よ

う
や
く
市
民
生
活
に
も
落
着
き
が
み
え
て
き
ま
し
た
。

の
復
興
に
は
、

●
戦
災
・
接
収

関
東
大
震
災
か
ら
よ
う
や
く
復
興
を
遂
げ
た
横
浜
は
、
昭
和
一
一
○
年
の
第
二

次
世
界
大
戦
・
横
浜
大
空
襲
で
、
再
び
焼
け
野
原
と
化
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ

の
復
興
に
は
、
進
駐
軍
に
よ
る
接
収
が
大
き
な
障
害
と
な
り
ま
し
た
。

戦
災
・
接
収
、
そ
し
て
復
興

［
昭
和
二
○
年
～
三
四
年
］

横浜市内中心部接収地域図

｢五重苦をのり越えて横浜は生きている」より●昭和２７年ごろの中区の接収地域

関内､６０外、山手、新山下､根岸､本牧の各地区にわたり区内74％

にものぼる接収を受けた中区は、戦後の復興に大きな妨げを受けま

した。

6９



●
新
し
い
街
づ
く
り

昭
和
五
七
年
、
本
牧
接
収
地
や
ベ
イ
サ
イ
ド
コ
１
ト
な
ど
が
返
還
さ
れ
、
一

在
こ
れ
ら
を
活
用
し
た
新
し
い
街
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

み
な
と
み
ら
い
Ⅲ
事
業
、
高
速
道
路
や
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
の
建
設
な
ど
、
中
区
、

ま
し
た
。

高
度
経
済
成
長
を
経
て
、
中
区
の
人
口
は
、
昭
和
三
五
年
か
ら
五
五
年
ま
で

の
一
一
○
年
間
に
、
夜
間
人
口
が
減
少
に
転
じ
た
の
に
対
し
、
昼
間
人
口
が
約
三

割
も
増
え
て
、
都
心
部
は
業
務
・
商
業
地
区
と
し
て
の
成
長
を
遂
げ
ま
し
た
。

郊
外
で
は
、
宅
地
開
発
が
進
め
ら
れ
、
根
岸
方
面
で
は
昭
和
四
○
年
か
ら
四

五
年
に
か
け
て
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
が
続
き
ま
し
た
。
昭
和
四
二
年
、
中

区
は
人
口
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
し
た
。

●
街
に
水
と
緑
の
う
る
お
い
を

昭
和
五
三
年
、
関
外
の
吉
田
川
を
埋
め
、
地
下
鉄
を
通
し
、
地
上
部
は
グ
リ

ー
ン
ベ
ル
ト
と
し
て
、
一
・
三
キ
ロ
に
わ
た
っ
て
水
と
緑
を
配
し
た
大
通
り
公

園
が
完
成
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
石
の
広
場
、
水
の
広
場
、
緑
の
森
を
つ
く
り
、

人
に
と
っ
て
安
全
で
快
適
な
街
づ
く
り
を
実
践
し
ま
し
た
。

自
然
を
な
く
し
た
こ
の
街
に
は
、
今
、
都
市
の
活
力
を
維
持
し
な
が
ら
も
う

る
お
い
の
あ
る
街
を
つ
く
ろ
う
と
、
全
国
に
先
が
け
て
、
人
間
性
に
重
点
を
お

い
た
ア
ー
パ
ン
デ
ザ
イ
ン
行
政
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
は
る
か
な
海

山
下
ふ
頭
（
昭
和
一
一
八
～
三
八
年
）
、
本
牧
ふ
頭
（
昭
和
一
一
一
八
～
四
五
年
）
、
根

岸
湾
の
埋
立
地
な
ど
が
造
成
さ
れ
、
有
数
の
漁
場
で
あ
っ
た
中
区
の
豊
か
な
海

は
な
く
な
り
ま
し
た
。
昭
和
一
四
年
、
戦
争
に
よ
り
幻
の
大
会
と
な
っ
た
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ヨ
ッ
ト
競
技
会
場
と
し
て
建
設
さ
れ
た
新
山
下
の
ヨ
ッ
ト
ハ

１
バ
ー
も
、
本
牧
ふ
頭
の
埋
立
て
に
よ
り
、
昭
和
四
三
年
、
江
ノ
島
に
移
転
し

み
な
と
み
ら
い
Ⅲ
事
業
、
高
速
道
路
や
ベ
イ
ー

こ
れ
か
ら
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

埋
立
て
・
開
発
［
昭
和
三
五
年
以
降
］

中
区
は

現

●現在の中区
昭和60年３月撮影

l蕊Ｉ
これまで見てきたような変遷を経て、きちんと区画整理された都心
部と、自然発生的に宅地化されてきた住宅地側がはっきり分かれた
現在の中区の街並がつくられてきたのです。
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今
の
小
中
学
生
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
が
子
供
だ
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

覚
え
て
い
る
人
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
は
マ
ン
シ
ョ
ン
や
住
宅

に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
は
、
原
っ
ぱ
や
雑
木
林
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
し
た
。

中
区
は
横
浜
の
中
心
と
し
て
早
く
か
ら
市
街
化
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
中

区
で
も
郊
外
の
本
牧
や
根
岸
の
あ
た
り
は
、
昭
和
三
○
年
代
中
ご
ろ
ま
で
け
つ

こ
う
自
然
が
残
っ
て
い
た
の
で
す
。

旧
市
電
通
り
沿
い
と
、
そ
こ
か
ら
少
し
は
い
っ
た
谷
戸
部
は
、
す
で
に
人
家

が
立
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
が
、
周
辺
の
丘
陵
、
本
牧
満
坂
か
ら
本
牧
緑
ケ
丘
、

矢
口
台
、
豆
口
台
を
経
て
、
仲
尾
台
、
竹
の
九
に
い
た
る
ま
で
は
、
畑
と
雑
木

林
が
点
在
し
て
い
ま
し
た
。

本
牧
十
二
天
か
ら
間
門
に
い
た
る
と
こ
ろ
は
自
然
の
海
辺
で
、
本
牧
元
町
の

海
沿
い
は
、
遠
浅
の
砂
浜
が
広
が
る
漁
師
町
で
し
た
。
八
聖
殿
の
丘
か
ら
見
下

ろ
す
と
、
漁
を
す
る
小
型
船
が
間
近
に
見
え
、
そ
の
手
前
に
は
海
苔
を
養
殖
す

る
ひ
び
が
海
面
を
お
お
っ
て
い
ま
し
た
。

子
供
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
を
た
く
み
に
使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
を
創

造
し
、
成
長
し
ま
し
た
。
そ
こ
の
地
形
や
環
境
と
呼
応
し
て
、
子
供
ら
し
い
興

味
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
地
域
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
子
供
の
遊
び
の
世
界
を
通

し
て
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
ま
た
別
の
視
野
で
な
が
め
た
街
が
見
え
て
き
ま
す
。

●
原
っ
ぱ
に
集
ま
っ
て
：
．
…

ひ
と
つ
の
町
内
の
ど
こ
か
し
ら
に
は
、
原
っ
ぱ
と
い
う
空
き
地
が
あ
っ
た
も

の
で
す
。
当
時
は
、
子
供
も
多
か
っ
た
せ
い
か
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、

彊
一
票

内地目別土地面積の推移 ●昭和36年の本牧。●区’
千ｍ，
１５００

根岸方面

０００

》印繩＋懸鱗灘

十
原
田
野
０
畑5００

1鰹ii1Kj
t種ｵｫｂｌｌ舞狸麺

昭和３５年４５年５５年６０年

※固定資産税課税対象のみ五免税点以下を含む。

雑種地は、斜面緑地などです。資料：横浜H研､雷側Ｂ

昭和３０年代には、あちこちに雑木林や畑があって､海も自然の浜辺

がありました。７０ページの現代の中区のようすと比べてみると､そ

れらが住宅地や埋立て地に変わっていったことがよくわかります。
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い
つ
の
間
に
か
大
勢
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
つ
も
日
が
暮
れ
る
ま

で
、
子
供
た
ち
の
声
が
響
い
て
い
た
も
の
で
し
た
。

た
と
え
ば
、
今
は
駐
車
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
妙
香
寺
台
に
あ
る
妙
香
寺
の

境
内
は
、
広
く
て
男
の
子
た
ち
が
野
球
や
ゴ
ロ
ベ
ー
ス
を
し
て
い
ま
し
た
。

女
の
子
は
、
草
原
に
咲
く
シ
ロ
ッ
メ
グ
サ
で
首
飾
り
を
編
ん
で
い
ま
し
た
。

近
所
の
空
き
地
や
路
地
で
は
、
缶
け
り
、
石
け
り
、
ゴ
ム
飛
び
、
ビ
ー
玉
、

メ
ン
コ
…
…
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
必
ず
ミ
カ
ン
箱
一
杯
に
メ
ン
コ
を
集

め
て
、
得
意
顔
の
テ
ク
ニ
シ
ャ
ン
が
い
た
も
の
で
す
。

大
鳥
小
学
校
を
囲
む
丘
や
、
｜
一
之
谷
か
ら
三
之
谷
の
丘
も
、
木
々
が
こ
ん
も

り
と
茂
っ
た
格
好
の
遊
び
場
で
し
た
。
双
方
分
か
れ
て
枝
に
古
材
を
渡
し
た
砦

を
築
き
、
竹
で
ヤ
ツ
デ
鉄
砲
を
作
れ
ば
戦
争
ご
っ
こ
の
始
ま
り
で
す
。

●
清
水
の
湧
く
、
生
き
物
の
宝
庫

谷
戸
部
を
囲
む
丘
は
、
小
規
模
な
が
ら
雑
木
林
が
点
在
し
て
お
り
、
春
か
ら

夏
に
か
け
て
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
の
宝
庫
と
な
り
、
遊
び
の
メ
ッ
カ
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

今
も
木
の
多
い
丘
の
下
な
ど
、
清
水
の
出
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
昭
和

三
○
年
代
に
は
、
丘
の
下
ば
か
り
で
な
く
畑
に
も
清
水
の
湧
く
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
今
は
西
武
団
地
と
な
っ
て
い
る
横
浜
緑
ヶ
丘
高
校
の
隣

り
。
当
時
は
か
な
り
広
い
畑
で
、
清
水
が
湧
い
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
高
校
の

正
門
前
の
窪
地
も
湿
地
で
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
サ
ワ
ガ
ニ
、
ザ
リ
ガ
ニ
、

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
な
ど
を
と
っ
て
遊
び
ま
し
た
。

●
虫
を
追
い
か
け
る

夏
は
虫
と
り
の
季
節
で
す
。
カ
ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
は
、
そ
う
簡
単

に
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
が
、
木
々
の
お
い
茂
る
丘
や
墓
地
で
は
、
と
き
ど
き
見

ら
れ
ま
し
た
。
カ
ブ
ト
ム
シ
の
い
た
秘
密
の
場
所
を
公
開
す
る
と
、
妙
香
寺
、

西
之
谷
の
善
行
寺
、
相
沢
（
大
平
町
・
大
芝
台
）
の
共
同
墓
地
の
あ
た
り
が
ね
ら

い
目
で
し
た
。
よ
く
、
夜
の
う
ち
に
目
指
す
木
の
幹
に
蜜
や
砂
糖
水
を
ぬ
っ
て

お
き
、
翌
朝
早
く
と
り
に
行
っ
た
も
の
で
し
た
。

●清水の湧くと二ろで

鍬，

1lMl1ll蝉 lliili ●原っぱで鯵
鶏 篭 蕊清水が湧くところや湿地には、サワガニやザリガニ、オタマジ

ャクシなどがたくさんいました。 震
鰈
肘 灸

蝿 wiijililill琴il1Wiii篝
今は馬揮場になってしまった妙香寺の境内や大鳥小学校を囲む

丘、二之谷から三之谷の丘などの原っぱや雑ﾌ杓林では、ゴロベ

ースや戦争ごっこに興じる子供の声が日暮れまて響いていました。

7２



カ
ナ
ブ
ン
や
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
は
、
イ
チ
ジ
ク
の
木
に
よ
く
集
ま
っ
て
来
ま
し

た
。
セ
ミ
や
ト
ン
ボ
は
、
う
る
さ
い
く
ら
い
ど
こ
に
も
い
ま
し
た
が
、
青
空
を

悠
然
と
飛
ぶ
オ
ー
ー
ヤ
ン
マ
や
ギ
ン
ヤ
ン
マ
は
、
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
ひ
と
夏
に
一
匹
と
れ
ば
、
そ
れ
が
自
慢
の
タ
ネ
に
な
っ
た
く
ら
い
で
す
。

虫
と
り
の
な
か
で
も
、
懐
か
し
い
の
は
ホ
ン
チ
と
り
で
す
。
ホ
ン
チ
は
黒
色

の
ハ
エ
ト
リ
グ
モ
で
、
友
だ
ち
の
ホ
ン
チ
と
闘
わ
せ
る
の
が
お
も
し
ろ
く
て
夢

中
で
と
っ
た
も
の
で
す
。
四
月
か
ら
初
夏
の
き
ざ
し
の
み
え
る
五
月
ご
ろ
、
男

の
子
は
、
マ
サ
キ
や
バ
ラ
の
生
け
垣
、
さ
さ
や
ぶ
で
活
動
し
始
め
る
ホ
ン
チ
を
、

葉
の
間
か
ら
息
を
ひ
そ
め
て
さ
が
し
ま
す
。
葉
陰
に
ホ
ン
チ
を
見
つ
け
る
と
、

帽
子
を
そ
っ
と
葉
の
下
に
待
っ
て
い
き
、
葉
の
上
か
ら
た
た
く
と
、
帽
子
の
中

に
ホ
ン
チ
が
落
ち
て
き
ま
す
。

と
っ
た
ホ
ン
チ
は
、
ホ
ン
チ
箱
や
マ
ッ
チ
箱
に
入
れ
て
お
き
、
大
事
な
一
戦

に
備
え
る
わ
け
で
す
。

●
遊
び
の
つ
き
な
い
海

夏
は
、
本
牧
や
間
門
で
泳
ぎ
ま
し
た
。
元
町
公
園
の
プ
ー
ル
も
い
い
け
れ
ど
、

遊
ぶ
な
ら
海
に
か
ぎ
り
ま
す
。
十
二
天
の
海
で
は
、
潜
る
と
ワ
タ
リ
ガ
ー
ー
が
と

れ
、
三
溪
園
の
前
の
浜
は
遠
浅
で
、
ア
サ
リ
、
ハ
マ
グ
リ
、
マ
テ
ガ
イ
が
と
れ

ま
し
た
。
拾
っ
た
貝
殻
で
貝
割
り
遊
び
に
熱
中
し
て
い
る
子
供
た
ち
の
姿
が
、

あ
っ
ち
に
も
こ
っ
ち
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
す
。

●
自
然
な
遊
び
場
を
ど
う
残
す
か

宅
地
開
発
や
埋
立
て
に
よ
り
、
原
っ
ぱ
や
海
岸
が
、
住
宅
地
、
ふ
頭
、
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
へ
と
変
貌
し
ま
し
た
。

今
の
大
人
の
ほ
と
ん
ど
が
体
験
し
て
き
た
、
夢
と
冒
険
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
自

然
の
中
の
遊
び
を
、
現
代
の
子
供
た
ち
に
も
体
験
さ
せ
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な

環
境
を
残
し
て
お
い
て
あ
げ
た
い
も
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
先
、
限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
、
い
か
に
残
さ
れ
た
緑
地
部
分
を
開

発
か
ら
守
り
、
自
然
な
遊
び
場
を
創
り
出
し
て
い
く
か
が
、
大
き
な
課
題
と
い

え
そ
う
で
す
。

●虫とり

蕊
〃

●海で

蝋
薑三二=掌佃で三雲

陸=言
妙香寺や善行寺、相沢の共同墓地のあたりは、カブトムシのい

た秘密の場所。横浜ならではのホンチも、友だちと競争でさが

しました。ｓ－－＞

;侭毫IiiHii蕊
＋=天や＝溪園の前に、砂浜が広がっていて、アサリ、ハマグ

リ、マテガイなどをとったり、拾った貝殻で貝割り遊びに熱中

しました。
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具
体
的
に
検
証
し
て
み
ま
し
た
。

開
港
に
よ
っ
て
、
い
ち
早
く
近
代
的
な
都
市
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
た
都
心
と
、

そ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
次
第
に
都
市
化
が
進
ん
で
き
た
住
宅
地
域
。

同
じ
区
内
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
街
の
よ
う
す
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
中
区
の
現
在
を
、
都
市
整
備
や
生
活
面
の
デ
ー
タ
ー
で
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

数
字
の
問
か
ら
、
少
し
は
中
区
の
素
顔
が
見
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
な
か
か
ら
、
都
市
と
し
て
の
基
本
的
な
問
題
を
い
く
つ
か
提
起
し
、

こ
れ
か
ら
の
街
づ
く
り
の
主
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
ア
メ
ー
ー
テ
ィ
ー
（
快
適
性
）
の
形
成
に
つ
い
て

一
口
に
中
区
と
い
っ
て
も
、
中
区
の
街
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
顔
が
あ
り
ま
す
。

に
ぎ
や
か
な
商
店
街
、
閑
静
な
住
宅
地
、
活
気
に
あ
ふ
れ
る
オ
フ
ィ
ス
街
、
華
や
か
な
観
光
地
、

情
緒
あ
ふ
れ
る
下
町
、
外
国
人
の
多
い
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
街
、
そ
し
て
、
横
浜
を
代
表
す
る
顔
：
：
・
・
・

中
区
は
、
こ
う
し
た
い
く
つ
も
の
顔
を
も
つ
多
面
体
の
街
な
の
で
す
。

他
都
市
の
人
た
ち
は
、
横
浜
と
い
え
ば
山
下
公
園
、
元
町
、
中
華
街
と
い
っ
た

中
区
の
関
内
を
中
心
と
し
た
地
域
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、
そ
れ
ら
の
地
域
が
中
区
の
イ
メ
ー
ジ
か
と
い
う
と
、
と
て
も
そ
う
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

実
際
、
七
割
の
人
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
地
域
と
は
反
対
の

山
手
町
よ
り
南
側
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
。

街
の
今
日
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中区

横浜市

巳
ご
ｓ
ロ
ヨ

己
白
神
■
罰
⑮
巳
●
弓
仲

中
区
は
、
下
水
道
、
道
路
の
舗
装
、
公
園
、
病
院
や
、
ご
み
の
収
集
と
い
っ
た
都
市
の

基
礎
的
な
施
設
や
機
能
の
整
備
状
況
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
総
合
的
に
は
横
浜
市
・
全

一
六
区
の
中
で
、
も
っ
と
も
整
備
が
進
ん
で
い
る
と
一
一
一
一
百
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
一
方
で
は
、
地
域
に
密
着
し
た
小
規
模
な
公
園
や
、
地
区
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な

●都市基盤整備状況

区
民
が
気
軽
に
利
用
で
き
る
施
設
が
不
足
し
て
い
ま
す
。

高
水
準
の
都
市
基
盤
整
備
状
況

デ
ー
タ
で
見
る
中
区
の
街

劃
６
曲

b圃面ｉ

国基２１

Ｆ１００

昭和６

６区牛

月

横
浜
市
の
区
別
公
園
数
と
そ
の
中
に
占
め
る

児
童
公
園
数
を
見
て
み
る
と
、
’
六
区
の
な
か

で
中
区
は
全
公
園
数
も
、
ま
た
児
童
公
園
の
数

も
か
な
り
少
な
い
よ
う
で
す
。
｜
人
当
た
り
の

公
園
面
積
は
一
六
区
中
二
位
で
す
が
、
こ
れ
は

根
岸
森
林
公
園
や
本
牧
市
民
公
園
な
ど
の
よ
う

に
全
市
的
な
大
き
な
公
園
が
あ
る
た
め
で
、
気

軽
に
子
供
を
遊
ば
せ
る
よ
う
な
、
地
域
に
密
着

し
た
公
園
と
な
る
と
十
分
と
は
一
一
一
一
曰
え
な
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

地
域
に
密
着
し
た
小
規
模

な
公
園
が
少
な
い

２５８％

●区別公園数

ＤＺＯ４０６０８０１０Ｃ ０

【
】

’'1［

j５ＪＦＵｉ
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【
守
弓
■
■
巳
日
置
閏
、
巳
●
菖

狭
い
道
に
頼
る
住
宅
地
域

●街路未整備地区図 早
く
か
ら
市
街
化
が
進
ん
だ
中
区
は
、
住
宅
地
域
に
火
災
や
日
照
な
ど
に
問
題
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
狭
い
道
路
に
頼
る
地
区
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
左
の
図
は
四
ｍ
以
上

の
幅
員
の
あ
る
道
路
か
ら
一
一
○
ｍ
以
上
離
れ
た
地
区
（
公
園
、
緑
地
、
公
益
施
設
等
は
除

く
）
を
示
し
た
も
の
で
す
が
、
都
心
部
に
比
べ
て
住
宅
地
域
、
特
に
根
岸
地
区
、
本
牧
地

区
の
丘
陵
部
で
の
街
路
の
未
整
備
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
家
の
建
て

か
え
や
塀
の
改
修
時
に
道
路
部
分
を
広
げ
る
な
ど
、
住
民
一
人
一
人
の
協
力
な
し
に
は
解

消
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
で
す
。

中
区
の
住
宅
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
建
築
時
期
と
種
類
か
ら
見
て
み
る
と
、
住
宅
総

数
四
○
、
七
五
○
戸
（
昭
和
五
八
年
）
の
う
ち
、
昭
和
一
一
一
五
年
以
前
に
建
て
ら
れ
た
住
宅

が
一
一
一
、
六
一
一
一
○
戸
と
一
一
一
○
・
九
％
を
占
め
、
そ
の
う
ち
の
九
、
○
○
○
戸
、
全
体
の
一
一
一
一

％
が
木
造
住
宅
で
、
中
区
に
は
か
な
り
の
老
朽
木
造
住
宅
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

二
割
を
超
え
る
老
朽
木
造
住
宅

●建築時期別住宅数
昭和３５年以前に不詳０．８％

昭和58年住宅統計調査
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区
内
で
一
番
標
高
が
高
い
の
は
塚
越

海
抜
五
五
・
｜
｜
、
。
で
も
そ
こ
か
ら
一
一

○
ｍ
西
側
は
、
も
う
海
抜
数
ｍ
の
平
地

こ
の
よ
う
に
中
区
の
住
宅
地
側
は
、
丘

複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
た
め
崖
地
が

横
浜
市
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
一
一

所
（
昭
和
六
一
一
年
三
月
現
在
）
の
う
ち

ヵ
所
が
中
区
に
あ
る
ほ
ど
で
す
。
こ
れ

全
対
策
と
し
て
、
神
奈
川
県
に
よ
る
崩

エ
事
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
四

が
エ
事
着
手
さ
れ
ま
し
た
。

住
宅
地
側
に
多
い
急
傾

崩
壊
危
険
区
域

●急傾斜地崩壊危険区域

趣
九
八
で
、

｜
｜
～
三
○

地
で
す
。

丘
陵
地
が

が
多
く
、

二
五
四
力

ら
、
五
六

れ
ら
の
安

崩
壊
防
止

四
四
カ
所

斜
地

￣

、■.．､言

ｒ１ＴＪＩＩｌＩｌｉ}ロノ
､JJ11．

…J

qlBPdUHIDB

曰■■三口■■■■』Ⅱ■工■一口｜・‐．。｝‐←△

-1ii-

iN~

囚:鱗崩壊鰯?VJQ1-罫：
蕊|;蕊？
*!｢瀞1-.::~:､

ﾄﾞﾙ!；溌蔓
iii蕊蕊寄､

Ｆ
Ｐ
。

ＦＸＦ

ｔ髪
窒
ヱ

ニミ
劃

iillllllillIiiiil}1J

廷
■
。

1iiiiiili‘■{JJJ5
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街
が
過
密
化
す
る
前
、
空
き
地
や
雑
木
林
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
雑
草

や
か
ん
木
が
茂
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
小
さ
い
な
が
ら
も
動
植
物
の
サ

ン
ク
チ
ュ
ア
リ
が
で
き
、
葉
の
ざ
わ
め
き
や
小
鳥
や
虫
の
声
が
人
々
の
心
を
な

ご
ま
せ
て
く
れ
た
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
都
市
化
の
波
は
斜
面
地
や
崖
地
ま
で
切
り
開
い
て
、
宅
地
に
し
て

し
ま
い
、
た
く
さ
ん
の
緑
を
、
た
ち
ま
ち
な
ぎ
倒
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
既
存
宅
地
の
狭
小
化
で
、
希
少
な
緑
が
一
層
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
街
の
表
情
が
大
き
く
変
わ
る
と
同
時
に
、
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
る

う
る
お
い
、
安
ら
ぎ
、
ゆ
と
り
と
い
っ
た
も
の
の
多
く
が
失
わ
れ
て
い
き
ま
し

た
。
失
わ
れ
て
は
じ
め
て
人
々
は
、
緑
が
快
適
な
暮
ら
し
の
た
め
に
欠
く
こ
と

た
。
失
わ
れ
て
は
じ
め
て
人
々
は
、
緑
が
快
適
な
暮
△

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。

緑 都
市
は
、
ま
ず
人
間
の
住
む
場
と
し
て
、
快
適
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
多
く
の
都
市
は
、
こ
れ
ま
で
経
済
活
動
を
最
優
先

に
し
た
都
市
形
成
が
進
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
街
か
ら
緑
や
水
辺
が
姿
を
消
し
、
そ
こ
に
住
む
人
々
は
、
無
機

質
で
こ
み
入
っ
た
街
に
息
づ
ま
り
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
、
都
市
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
経
済
性
と
の
調
和
で
す
。

一
二
世
紀
に
引
き
継
ぐ
快
適
な
街
づ
く
り
と
し
て
、
人
間
性
を
回
復
し
、
生

活
の
う
る
お
い
を
育
む
た
め
、
緑
と
水
辺
の
新
た
な
創
造
が
身
近
か
を
活
動
と

し
て
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

う
る
お
い
の
あ
る

街
を
つ
く
る

そ
こ
で
、
今
あ
る
緑
を
守
り
、
失
わ
れ
た
緑
を
取
り
戻
す
べ
く
努
力
が
、
庭

保
存
と
創
造
に
向
け
て

●緑地面利Ｉの変化

公園以外の緑地(畑も含む)について、昭和49年と昭和60年を比べ

てみると、昭和49年時点で中区の緑地はすでに少なくなっており、

加えてこの約10年間てくかなり減少していることがわかります。
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先
や
街
路
な
ど
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

●
庭
に
木
を
植
え
よ
う

庭
に
草
木
を
植
え
、
窓
際
に
プ
ラ
ン
タ
ー
を
置
き
、
道
路
に
は
街
路
樹
を
植

え
る
な
ど
、
生
活
に
ゆ
と
り
が
出
て
く
る
と
、
人
々
の
自
然
へ
の
関
心
が
高
ま

っ
て
き
て
、
身
の
ま
わ
り
で
緑
化
を
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
進
め
て
い
こ
う
と
す

る
傾
向
が
出
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
建
物
の
新
築
や
増
築
の
際
に
は
、
快
適
な
住
ま
い
環
境
を
つ
く
る

た
め
、
建
築
計
画
と
同
時
に
植
栽
の
計
画
も
立
て
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
庭
木
と
し
て
中
木
（
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
～
一
○
メ
ー
ト
ル
）
程

度
の
樹
木
を
選
ぶ
と
き
に
は
、
周
辺
の
自
然
の
木
や
街
路
樹
と
の
調
和
を
は
か

り
、
冬
の
日
当
た
り
、
夏
の
木
陰
を
考
え
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
〃
わ
が
家
の

シ
ン
ボ
ル
・
ツ
リ
ー
〃
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
樹
木
に
な
る
よ
う
に
し
て
み
ま
し

よ
、
７
。

ま
た
、
花
の
咲
く
木
、
香
り
の
よ
い
木
、
小
鳥
を
よ
ぶ
木
な
ど
を
選
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
、
季
節
な
ど
の
変
化
が
楽
し
め
て
、
よ
り
愛
着
が
わ
い
て
く
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

●
生
け
垣
に
か
え
て
安
ら
ぎ
と
落
着
き
を

そ
の
ほ
か
、
隣
地
や
道
路
と
の
境
を
、
生
け
垣
植
栽
に
か
え
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
や
所
有
領
域
の
明
示
の
た
め
、
こ
れ
ま

で
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
建
て
る
こ
と
が
主
流
で
し
た
が
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
圧
迫
感

が
あ
り
、
か
え
っ
て
狭
さ
が
誇
張
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
震
時
や
火
災
時

に
は
危
険
と
な
り
ま
す
。
そ
の
点
、
生
け
垣
は
、
開
放
感
と
合
わ
せ
て
緑
の
確

保
に
も
つ
な
が
っ
て
、
一
石
二
鳥
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。
自
然
に
囲
ま
れ
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
、
非
常
に
安
ら
ぎ
と
落
着
き
も
与
え
て
く
れ
ま
す
。
生
け
垣

は
、
助
成
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
隣
り
と
話
し
合
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

●
歩
き
た
く
な
る
道

中
区
は
街
路
樹
の
比
較
的
多
い
区
で
、
横
浜
市
全
体
の
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
程

●街の身近なところに緑が増えると

回生や高さの不ぞろいなブロック塀車道と歩道が－つ

になった道などよくある住宅地の街並も、迫柱を取り除

き、歩､lをつくって車道との間に植え込みを設け、さら

にブロック塀を生け垣にしてみると、安全性のある整然

とした街並になります。

7９
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度
を
占
め
て
い
ま
す
。
幹
線
道
路
か
ら
路
地
に
い
た
る
ま
で
、
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
道
が
あ
り
ま
す
が
、
快
適
な
歩
行
が
で
き
て
、
歩
く
楽
し
さ
に
あ
ふ
れ
て
い

る
道
路
は
、
ま
だ
ま
だ
少
な
い
よ
う
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
道
の
植
樹
帯
に
工

夫
が
加
え
ら
れ
、
四
季
折
々
の
変
化
の
あ
る
、
歩
き
た
く
な
る
よ
う
な
道
路
に

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
中
区
に
は
家
の
立
て
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
狭

い
路
地
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
、
植
栽
の
余
地
も
少
な
く
、
緑
化
は
な
か
な
か

進
み
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
、
窓
辺
に
フ
ラ
ワ
ー
ポ
ッ
ト
を
置
い
た
り
、
家
の

前
に
鉢
植
え
を
並
べ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
で
快
適
な
路
地
空
間
を
演
出

す
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
で
き
る
は
ず
で
す
。

い
ろ
い
ろ
む
ず
か
し
い
問
題
を
か
か
え
て
い
る
路
地
で
す
が
、
半
面
、
近
隣

の
生
活
が
に
じ
み
出
る
趣
が
あ
る
な
ど
、
歩
く
楽
し
さ
を
引
き
出
す
格
好
の
場

で
も
あ
る
と
い
え
ま
す
。

●
傾
斜
地
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
も
緑
を

中
区
に
あ
る
多
く
の
丘
陵
地
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
が
切
り
開
か
れ
て
宅
地

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
で
き
た
崖
は
、
大
谷
石
や
一
房
し
ゅ
う
石
な
ど

で
積
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
す
で
に
風
化
の
目
立
つ
と
こ
ろ
が
多
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。

最
近
は
、
家
の
建
て
か
え
時
に
、
よ
り
安
全
性
を
考
え
て
、
間
知
ブ
ロ
ッ
ク

擁
壁
や
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁
壁
に
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
無
機
質
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
は
、
ど
う
し
て
も
親
し
み
が
も
て
な
い
と
い
う
声
が
聞
か
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁
壁
化
さ
れ
な
が
ら
、
傾
斜
地
を
緑
で
お
お

う
緑
化
ウ
ォ
ー
ル
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

’
九
八
二
年
九
月
の
台
風
で
崩
れ
た
石
川
町
駅
の
裏
山
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
枠
で
傾
斜
を
お
さ
え
、
修
復
と
と
も
に
緑
化
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
山
手
の

外
人
墓
地
で
は
、
大
き
め
の
間
知
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
を
く
り
抜
き
、
そ
の
中
に
ツ

ッ
ジ
や
ツ
ゲ
な
ど
の
株
物
を
植
栽
す
る
方
法
を
大
規
模
に
行
い
ま
し
た
。
美
し

●緑化ウォールでよみがえった緑

鐙迅

山手の外人墓地は、大きめの聞知石の中をくり抜いて、その中に緑を植え

ました。

台風で崩れた石ﾉⅡ町駅の裏山は、コンクリートの枠で斜面をおさえ、そこ
に緑を植え込む方法で修復しました。
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●
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
の
設
置

今
後
、
公
園
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
緑
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
土
地
問
題
と
合

わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
大
変
困
難
な
事
で
す
。
ま
た
、
進
む
宅
地
の
狭
小
化
、

狭
い
道
路
の
現
状
な
ど
を
考
え
る
と
、
緑
の
面
積
を
増
や
す
の
は
ま
す
ま
す
む

ず
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ど
ん
な
む
ず
か
し
い
状
況
の
中
で
も
、
私
た
ち
は
豊
か
な
住
ま
い

環
境
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
小
さ
な
規
模
で
あ
っ
て
も
、

積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
舞
台
と
な
る
広
場
を
設
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
こ
で
、
最
近
は
、
地
域
の
ち
ょ
っ
と
し
た
空
間
な
ど
を
利
用
し
た
公
園
づ

く
り
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
近
隣
の
交
流
の
場
、
子
供
の
遊
び

場
、
さ
ら
に
夕
涼
み
の
場
所
と
し
て
利
用
で
き
る
と
こ
ろ
で
、
小
さ
い
か
ら
ポ

ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

密
集
し
た
地
域
の
環
境
を
、
少
し
で
も
改
善
し
よ
う
と
い
う
の
が
目
的
で
、

使
い
方
や
安
全
性
な
ど
を
考
え
て
、
ポ
ヶ
ッ
ト
パ
ー
ク
と
し
て
適
す
る
場
所
を

大
ま
か
に
決
め
て
お
き
ま
す
。
そ
の
大
ま
か
な
地
域
内
に
宅
地
や
空
き
地
が
売

り
に
出
さ
れ
た
と
き
先
行
取
得
し
た
り
、
土
地
の
持
ち
主
に
提
供
を
申
し
出
た

り
し
て
土
地
を
確
保
し
ま
す
。
そ
し
て
、
実
施
に
あ
た
っ
て
管
理
は
ど
う
す
る

か
な
ど
は
、
町
内
会
な
ど
で
話
し
合
っ
て
決
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
は
、
今
後
増
え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
市
民

横
浜
市
の
場
合
二
・
一
八
（
市
立
公
園
の
み
）
平
方
メ
ー
ト
ル
で
す
。
中
区
は
、

市
街
化
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
倍
以
上
も
あ
る
五
・
二
一
平
方
メ
ー

い
緑
の
壁
面
は
、
周
囲
の
白

●
市
街
化
の
進
ん
だ
街
の
緑

ト
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
（
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
現
在
）
。
こ
れ
は
一
人
当
た
り

一
一
平
方
メ
ー
ト
ル
弱
と
い
う
日
本
の
平
均
公
園
面
積
の
二
・
六
倍
で
、
比
較
的

恵
ま
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
市
的
な
大
規
模
公
園
が
多
い
た
め

で
、
逆
に
身
近
な
公
園
が
少
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。

公
園
の
合
計
面
積
を
住
民
の
数
で
割
っ
た
、
一
人
当
た
り
の
公
園
面
積
は
、

周
囲
の
自
然
と
調
和
し
て
、
美
し
い
景
観
を
保
っ
て
い
ま
す
。

●小さな空き地をポケットパークに

100m`から20011Ｆぐらいの小さな空き地を活用して、タタミやベンチを丘

いたり、植え込みや水飲み場をつくったポケットパークにすると、日常的

なコミュニティの場ができます。
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ま
せ
ん
。

人
と
人
、
人
と
地
域
の
結
び
つ
き
が
薄
れ
て
い
る
現
代
に
、
人
々
の
共
生
の

意
識
が
、
住
み
よ
い
街
を
つ
く
っ
て
い
く
原
動
力
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り

す
べ
き
で
あ
る
と
答
え
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
六
三
パ
１
．

は
、
地
域
で
協
力
す
べ
き
と
い
う
心
強
い
意
見
も
あ
り
ま
す
。

の
生
活
に
広
が
り
と
う
る
お
い
が
生
ま
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
街
の
景
観
に
も

非
常
に
効
果
が
あ
る
か
ら
で
す
。

た
と
え
ば
、
歩
行
者
天
国
と
連
係
し
て
、
広
場
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。

す
で
に
東
京
・
池
袋
で
は
、
辻
広
場
と
い
う
名
称
で
、
テ
ー
ブ
ル
や
ベ
ン
チ

が
置
か
れ
、
な
ん
と
タ
タ
ミ
の
縁
台
ま
で
あ
っ
て
、
人
々
の
語
ら
い
の
場
と
し

て
、
ポ
ヶ
ッ
ト
パ
ー
ク
が
有
効
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
緑
の
管
理
を
め
ぐ
っ
て

緑
が
見
直
さ
れ
、
増
や
す
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
発
生

す
る
問
題
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
管
理
に
は
け
つ
こ
う
人
手
が
か
か
り
、
下

刈
り
か
ら
、
防
虫
処
理
、
落
葉
の
処
理
に
い
た
る
ま
で
、
生
き
物
で
す
か
ら
非

常
に
気
を
つ
か
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
街
路
樹
な
ど
が
あ
る
た
め
に
、
落
葉
や
木
の
病
気
、
害
虫
の
発
生
に
悩

ま
さ
れ
た
と
か
、
日
当
た
り
の
妨
げ
に
な
る
と
か
、
苦
情
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
サ
ク
ラ
の
木
に
虫
が
つ
き
、
そ
れ
が
気
持
ち

悪
い
か
ら
と
木
を
切
ら
せ
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
街
路
樹

が
街
灯
を
隠
し
て
し
ま
う
た
め
、
防
犯
上
、
風
紀
上
好
ま
し
く
な
い
か
ら
と
、

木
の
伐
採
を
要
求
し
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

緑
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
手
が
ま
わ
ら
な
い
の
が
実
情
で
す
。
た

と
え
ば
、
中
区
区
民
意
識
調
査
に
よ
る
と
、
地
域
の
公
園
や
子
供
の
遊
び
場
の

掃
除
・
草
と
り
な
ど
の
管
理
に
つ
い
て
、
二
一
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
は
市
が
管
理

す
べ
き
で
あ
る
と
答
え
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
六
三
パ
１
セ
ン
ト
の
人
た
ち

今
一
度
、
住
み
よ
い
街
づ
く
い

い
て
考
え
て
み
た
い
も
の
で
す
。

住
み
よ
い
街
づ
く
り
に
向
け
て
、
地
域
と
行
政
の
役
割
分
担
に
つ

●ポケットパークをつくるなら

ポケットパークは、上の図のように住宅が密集し、狭い道路に面した地区
で効果的です。この道路を時間帯で歩行者専用にすることて〈ポケットパ

ークと道路が一体になった安全な遊び場とすることができます。
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と
に
は
清
水
が
湧
き
、
水
と
私
た
ち
の
生
活
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
ほ
ど
、

深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
で
は
掘
割
川
も
ほ
と
ん
ど
が
埋
立
て
ら
れ
、
公
園
や
道
路
に
な

っ
て
い
ま
す
。
残
っ
た
大
岡
川
、
中
村
川
～
堀
川
の
川
辺
も
、
治
水
工
事
に
よ

り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
切
り
立
っ
た
護
岸
に
姿
を
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
千
代
崎
川
の
よ
う
に
ふ
た
を
し
て
し
ま
っ
た
川
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
中
区
の
海
岸
線
沿
い
は
、
か
っ
て
目
の
前
に
波
が
寄
せ
、
砂
浜
で
遊
ぶ

こ
と
が
で
き
た
も
の
で
し
た
。

そ
れ
が
今
で
は
、
浜
辺
は
埋
立
て
ら
れ
、
そ
の
埋
立
て
で
で
き
た
海
岸
線
も

工
場
の
敷
地
に
取
り
込
ま
れ
、
ま
す
ま
す
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
い
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
水
辺
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
人
々
は
、
す
っ
か
り
水
の
こ
と
を
忘
れ

て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。
水
質
は
悪
化
し
、
ゴ
ミ
が
浮
き
、
川
も
海
も

汚
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
人
と
自
然
を
引
き
離
し
た
都
市
化
は
、
や
が
て
人
々
に
焦
燥
感
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
人
々
は
自
然
の
安
ら
ぎ
を
水
辺
に
求
め
、
そ
の
復
活
に
力

を
い
れ
始
め
た
の
で
す
。

都
市
設
計
に
お
い
て
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
（
快
適
さ
）
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ウ
ォ
ー

タ
ー
フ
ロ
ン
ト
〈
水
際
線
）
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

結
局
、
生
命
の
源
で
も
あ
る
水
に
安
ら
ぎ
を
求
め
て
い
ま
す
。

古
い
時
代
に
は
、
水
の
存
在
は
都
市
の
大
切
な
骨
格
を
な
し
、
生
活
用
水
や

灌
概
用
水
に
な
っ
た
り
、
物
を
運
搬
し
た
り
、
生
産
活
動
と
密
接
に
か
か
わ
っ

け
れ
ど
も
、
時
代
の
」

終
わ
り
を
告
げ
ま
し
た
。

111
と
海

て
き
ま
し
た
。

関
内
地
区
に
は
掘
割
川
が
め
ぐ
り
、
山
手
、
北
方
、
根
岸
な
ど
の
丘
の
ふ
も

時
代
の
進
展
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
川
や
海
の
役
目
の
多
く
は

親
水
性
を
求
め
て

●ありし日の中区の海辺とノ

昭和15年から20年ごろの中区には、たくさ

んの川がめぐり、根岸から本牧にかけて、自

然の海辺がありました。
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よ
り
よ
い
現
代
の
文
明
を
築
き
上
げ
る
た
め
に
も
、
人
々
の
失
っ
た
人
間
ら

し
さ
を
取
り
戻
す
た
め
に
も
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
空
間
の
創
造
が
今
、
全
国
的
に

見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
区
で
も
、
街
の
魅
力
づ
く
り
を
担
っ
て
、
今
、
旧
貯
木
場
界
隈
の
有
効
活

用
な
ど
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
遊
び
心
で
川
と
つ
き
あ
う

日
本
で
最
初
の
ポ
ー
ト
遊
び
場
が
で
き
た
の
は
、
大
岡
川
流
域
で
す
。
毎
年

一
○
月
末
、
大
岡
川
で
開
か
れ
る
「
カ
ヌ
１
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
は
、
年
々
参

加
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
一
度
参
加
し
た
人
は
次
の
年
も
、
ま
た
そ
の
次
の
年

も
参
加
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
街
を
流
れ
る
川
で
、
街
の
人
の
声
援
を
受
け
な
が
ら
漕

ぐ
楽
し
さ
は
、
こ
た
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。

カ
ヌ
ー
か
ら
は
街
の
人
の
顔
が
見
え
る
し
、
川
岸
か
ら
は
漕
ぎ
手
の
表
情
が

わ
か
る
Ｉ
大
岡
川
水
域
は
、
地
域
規
模
の
大
会
に
は
ち
蝶
う
ど
よ
い
ス
ケ
ー

ル
な
の
で
す
。

は
し
け
に
つ
な
い
で
あ
る
だ
る
ま
船
を
横
に
見
て
、
日
常
と
ま
っ
た
く
違
う

雰
囲
気
の
中
で
川
を
下
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
し
て
潮
の
香
り
を
感
じ
た
と
き
、

急
に
河
口
が
広
が
り
、
目
の
前
に
は
広
大
な
海
が
待
ち
う
け
て
い
る
と
い
う
、

感
激
と
満
足
感
を
同
時
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
参
加
者
の
多
く
は
、

こ
の
興
奮
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
ま
た
次
の
年
も
や
っ
て
来
る
よ
う
で
す
。

●
山
下
公
園
前
の
海
底
大
清
掃
作
戦

近
ご
ろ
、
山
下
公
園
前
の
海
が
き
れ
い
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き
ま

す
。
『
海
を
つ
く
る
会
』
が
毎
年
一
回
行
っ
て
い
る
山
下
公
園
前
の
海
の
清
掃
を

清
掃
す
る
と
、
海
底
か
ら
空
き
缶
や
ら
ピ
ン
や
ら
、
さ
ら
に
テ
レ
ビ
や
自
←

車
な
ど
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
ゴ
ミ
が
大
量
に
出
て
き
ま
す
。

｜
回
の
清
掃
で
一
○
ト
ン
も
の
ゴ
ミ
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、

公
衆
道
徳
の
低
さ
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
坐

ど
、
地
道
な
努
力
の
成
果
が
現
れ
て
き
た
の
で
す
。

さ
ら
に
テ
レ
ビ
や
自
転

と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
捨

●大岡川のカヌーフェスティバル

蕊

毎年10月末に行われる大岡川のカヌーフェスティバルは、

遊び心でﾉ||とつきあう楽しさから年々参ｶﾛ者力《増えてい

ます。
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て
ら
れ
る
ゴ
ミ
に
よ
っ
て
、
川
や
海
は
汚
さ
れ
、
水
辺
は
と
ん
だ
し
わ
寄
せ
を

被
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
山
下
公
園
海
底
清
掃
大
作
戦
も
七
回
を
数
え
、
年
々
盛
り
上

が
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。

そ
の
か
い
あ
っ
て
、
市
民
に
親
し
ま
れ
る
山
下
公
園
前
の
き
れ
い
な
海
と
し

て
、
話
題
に
な
る
ほ
ど
に
回
復
し
ま
し
た
。

こ
の
清
掃
活
動
は
、
現
在
『
海
を
つ
く
る
会
』
の
三
○
人
ほ
ど
の
人
々
が
中

心
に
な
り
、
一
般
参
加
の
ダ
イ
バ
ー
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
で
一
旦
一
一
○
○
人
ほ

ど
が
参
加
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
会
員
た
ち
は
、
み
な
愛
郷
心
に
燃
え
、
「
横
浜
の

水
辺
が
自
然
の
姿
を
取
り
戻
す
ま
で
、
こ
の
清
掃
活
動
を
続
け
ま
す
」
と
、
強

い
決
心
を
語
っ
て
い
ま
す
。

●
自
然
の
や
さ
し
さ
の
中
へ

最
近
、
川
や
海
な
ど
の
水
辺
に
目
を
向
け
、
耳
を
傾
け
る
人
が
増
え
て
い
ま

す
。
夕
涼
み
の
会
、
ク
リ
ー
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
○
○
川
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
な

ど
、
水
に
ま
つ
わ
る
イ
ベ
ン
ト
が
多
く
の
人
々
を
共
鳴
さ
せ
、
そ
の
輪
が
広
が

っ
て
い
ま
す
。

自
然
に
は
、
厳
し
さ
と
と
も
に
人
を
包
み
込
む
や
さ
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
人

の
手
に
よ
っ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
自
然
の
そ
の
や
さ
し
さ
に
、
今
度
は
人
が
救

い
を
求
め
て
い
る
と
し
た
ら
、
皮
肉
な
も
の
で
す
。

そ
も
そ
も
中
区
は
、
横
浜
港
を
か
か
え
、
海
か
ら
発
展
し
た
街
と
い
え
ま
す
。

区
民
の
中
に
も
、
中
区
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
港
・
海
」
と
答
え
る
人
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

区
民
の
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
愛
着
は
、
水
を
媒
体
に
し
て
深
め
ら
れ
て
い
っ

た
こ
と
は
、
想
像
に
か
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

全
国
的
に
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
が
見
直
さ
れ
る
な
か
、
｜
度
は
失
い
か
け

た
水
辺
の
う
る
お
い
を
、
今
一
度
よ
び
戻
そ
う
と
い
う
気
運
が
区
民
一
人
一
人

の
な
か
に
も
高
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
表
面
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

●親 しめる水j辺のイメージプラン

il1;iii霧1iｌ

大きな水域がある川や水たまりでは、そこを水上ステー

ジなどのイベント施設として活用すると、水と緑に囲ま

れた憩いの場をつくることができます。

川岸に木を植えるとともに、土手や川床の－部を利用した水辺

に近いところに散歩i■をつくります。また、川面には水上バス

を走らせて、川も交通手段として活用することができます。
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●
座
談
会

こ
い
つ
Ⅱ
Ⅲ
九
℃
い

山
下
公
園

に
鑿
わ

合
わ
せ
な

ハ
マ
ッ
子
の
誇
り
．
い
つ
か
戻
っ
て
麿
た
く
な
臺
譲
麓
霊
珪
く
ら
蓬
で
は
薑

司
会
●
今
日
は
中
区
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
に
ら
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
港
の
通
り
に
は
外
資
系
の
支

お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
中
区
に
お
け
る
暮
ら
し
や
す
さ
、
社
が
並
び
、
そ
の
重
役
ク
ラ
ス
の
外
国
人
が
山
手
に
住

環
境
な
ど
に
つ
い
て
、
い
い
点
も
悪
い
点
も
含
め
て
い
ん
で
い
た
ん
で
す
。
米
軍
の
将
校
も
住
ん
で
い
て
、
そ

ろ
い
ろ
お
話
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

の
人
た
ち
が
、
元
町
と
か
伊
勢
佐
木
町
と
か
山
元
町
と

ま
ず
は
じ
め
に
、
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
中
区
は
ど
ん
か
で
買
物
を
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
商
店
街
に

な
と
こ
ろ
な
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

い
ろ
い
ろ
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
人
が
買

嶋
田
●
祖
父
の
代
か
ら
三
代
、
中
区
で
生
ま
れ
育
っ
て
う
商
品
と
い
っ
た
ら
、
ま
だ
当
時
の
日
本
人
に
は
買
え

い
ま
す
の
で
、
ハ
マ
ッ
子
を
自
認
し
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
な
か
っ
た
物
ば
か
り
で
し
た
か
ら
。
そ
う
い
う
物
を
商

い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
誇
れ
る
こ
と
で
、
店
で
も
そ
ろ
え
て
い
た
ん
で
す
。

一
○
代
、
二
○
代
の
こ
ろ
、
東
京
を
は
じ
め
他
の
地
域
だ
か
ら
、
東
京
や
湘
南
か
ら
、
ハ
イ
ク
ラ
ス
の
人
た

の
方
と
知
り
あ
っ
た
と
き
な
ど
、
「
横
浜
に
遊
び
に
来
な
ち
が
、
そ
の
商
品
を
求
め
て
、
横
浜
へ
買
い
に
来
て
い

い
？
」
と
誘
う
と
、
み
ん
な
イ
ソ
イ
ソ
と
や
っ
て
来
た
た
ん
で
す
。
こ
れ
が
、
よ
そ
か
ら
羨
望
さ
れ
た
横
浜
だ

も
の
で
す
。
で
も
、
今
は
そ
の
横
浜
の
イ
メ
ー
ジ
が
下
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
、
今
は
そ
ん
な
時
代
じ
ゃ

が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
ん
で
す
。

な
い
。

山
本
●
私
も
一
五
年
前
に
仙
台
か
ら
嫁
い
だ
と
き
は
、
押
谷
●
で
も
、
雰
囲
気
は
残
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

わ
ざ
わ
ざ
仙
台
か
ら
横
浜
へ
買
物
に
来
る
お
友
だ
ち
も
実
体
が
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
な
ん
と
な

い
ま
し
た
。
セ
ン
ス
の
よ
い
服
な
ど
、
元
町
で
買
っ
た
く
格
好
い
い
。
車
で
も
横
浜
ナ
ン
バ
ー
が
格
好
い
い
と

明
日
を

よ
い
街
、
暮
ら
し
や
す
い
街
と
は
、
ど
ん
な
街
な
の
で
し
ょ
う
か
。

商
店
が
充
実
し
て
い
て
、
交
通
が
便
利
で
、
ふ
れ
あ
い
の
あ
る
街
Ｔ
ｌ
し

そ
の
中
に
も
、
中
区
ら
し
さ
を
残
し
た
い
。

「
街
を
こ
う
し
た
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
地
域
の
主
人
公
と
も
い
う
べ
き
主
婦
、

商
店
主
、
街
づ
く
り
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
若
手
の
方
々
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
中
区
の

将
来
に
向
か
っ
て
の
街
づ
く
り
を
活
発
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

政
治
的
に
も
、
観
光
地
と
し
て
も
、
横
浜
市
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
中
区
。

山
下
公
園
、
元
町
、
中
華
街
な
ど
の
に
ぎ
わ
い
に
と
も
な
っ
て
、
住
宅
地
域
も
徐
々

に
様
変
わ
り
を
見
せ
始
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
感
じ
た
思
い
出
を
重
ね

合
わ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
中
区
に
期
待
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

か
い
う
よ
う
に
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
消
し
た
く
な
い
で

す
ね
。
中
区
は
横
浜
の
中
心
と
い
う
感
じ
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
都
会
の
真
中
に
い
な
が
ら
海
が
見
え
る

と
こ
ろ
も
好
き
な
ん
で
す
。
首
都
高
速
で
東
京
か
ら
帰

っ
て
く
る
と
海
が
見
え
て
く
る
。
横
浜
が
近
い
な
っ
て

気
が
し
て
、
な
ん
と
な
く
ホ
ッ
と
し
ま
す
。

鶴
田
●
そ
う
、
心
情
的
に
帰
り
た
く
な
る
街
で
あ
る
ん

で
す
ね
。
私
は
平
沼
高
校
の
卒
業
で
、
主
人
は
埼
玉
の

人
な
ん
で
す
。
高
校
の
同
窓
会
名
簿
を
見
る
と
、
今
で

も
け
つ
こ
う
み
ん
な
横
浜
周
辺
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る

ん
で
す
。
主
人
の
同
窓
会
名
簿
を
見
る
と
、
あ
ま
り
埼

玉
に
残
っ
て
な
い
。
東
京
か
ら
の
距
離
で
い
え
ば
変
わ

り
な
い
の
に
、
横
浜
の
人
は
帰
っ
て
く
る
傾
向
が
強
い

よ
う
で
す
。

明
城
●
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
。
一
○
○
年
た
ら
ず
の
歴

史
だ
け
ど
、
横
浜
が
人
間
に
し
み
つ
い
て
い
る
。
い
っ

た
ん
東
京
に
出
た
奴
で
も
一
戻
っ
て
き
ま
す
ね
。
建
築
屋

を
や
っ
て
い
て
、
横
浜
を
出
て
地
方
に
住
も
う
と
す
る

人
に
は
出
会
っ
て
い
な
い
で
す
か
ら
。
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司
会
●
と
こ
ろ
で
、
宝
田
さ
ん
、
押
谷
さ
ん
、
蓑
島
さ
ん

は
、
そ
れ
ぞ
れ
元
町
、
伊
勢
佐
木
町
、
山
元
町
で
ご
商

売
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
区
の
代
表
的
な
商
店
街
で
す

が
、
そ
の
現
状
を
順
に
お
話
い
た
だ
け
ま
す
か
。

宝
田
●
元
町
は
、
イ
メ
ー
ジ
先
行
型
で
、
み
な
さ
ん
が
思

っ
て
い
る
ほ
ど
楽
な
商
売
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
な
に
し
ろ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
っ
た
商
品

を
扱
っ
て
い
か
な
い
と
、
立
地
条
件
だ
け
を
勝
負
に
し

た
ら
、
西
口
・
東
口
、
あ
る
い
は
渋
谷
な
ど
に
対
抗
で
き

な
い
で
す
か
ら
。
か
つ
て
は
横
浜
に
来
な
い
と
買
え
な

い
品
物
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
物
流
は
こ
こ

の
港
か
ら
全
国
へ
流
れ
て
い
た
の
で
す
か
ら
。
開
港
に

と
も
な
っ
て
、
外
国
人
が
住
み
、
そ
の
国
際
性
が
買
物

の
な
か
に
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
も
航
空
貨
物
が
で
き
、
物

流
の
基
地
は
羽
田
の
方
へ
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
イ
メ
ー

ジ
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
て
、
こ
れ
は
商
店
街
の
責

任
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
個
々
の
店
で
扱
っ
て
い
る
商
品
の

魅
力
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
す
。

押
谷
●
伊
勢
佐
木
町
は
古
い
商
店
街
で
、
だ
い
た
い
の

店
が
自
分
の
土
地
を
侍
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
あ
ま
り

苦
労
し
な
く
て
も
食
べ
て
い
け
る
ん
で
す
。
元
町
の
よ

う
に
店
を
借
り
て
利
益
を
上
げ
な
い
と
ま
わ
っ
て
い
か

な
い
と
い
う
の
と
は
違
っ
て
、
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ

さ
ん
が
や
っ
て
い
て
、
息
子
が
東
京
に
勤
め
に
出
て
、

裏
に
は
家
作
が
あ
っ
て
と
い
う
具
合
で
す
か
ら
、
け
つ

こ
う
ぜ
い
た
く
し
て
も
楽
に
暮
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
多
い

ん
で
す
。
だ
か
ら
、
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
に
乏
し
い
。
商

横
浜
駅
周
辺
と
対
抗
す
る
商
店
街
の
生
き
残
り
策

店
街
を
新
し
く
し
よ
う
と
い
う
話
が
も
ち
上
が
っ
て
も
、

金
が
か
か
る
か
ら
、
す
ぐ
や
め
よ
う
ョ
っ
て
こ
と
に
な

る
ん
で
す
。
街
全
体
を
魅
力
的
に
し
た
り
、
活
性
化
し

た
り
す
る
に
は
、
完
全
に
マ
イ
ナ
ス
で
す
ね
。

蓑
島
●
私
た
ち
山
元
町
の
商
店
街
は
、
生
鮮
食
品
に
強

い
商
店
街
と
い
う
こ
と
で
通
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
最

近
は
、
昼
間
の
人
口
が
減
っ
て
、
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
昼
間
い
る
の
は
、
お
年
寄
り
か
子
供
。
奥
さ
ん
た

ち
は
パ
ー
ト
に
出
て
、
伊
勢
佐
木
町
や
西
口
の
方
へ
行

か
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
勤
め
先
の
近
所
で
買
っ
て
帰
る

～－

人
が
増
え
て
い
る
よ
う
な
ん
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
も
、

そ
う
い
う
奥
さ
ん
が
帰
っ
て
き
て
も
買
物
が
で
き
る
よ

う
に
、
商
店
街
と
し
て
は
、
夜
遅
く
ま
で
開
け
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
最
近
は
大
手
ス
ー
パ

ー
が
三
軒
も
で
き
た
。
一
一
四
時
間
営
業
の
と
こ
ろ
も
あ

っ
て
、
お
客
さ
ん
は
み
ん
な
そ
ち
ら
へ
と
ら
れ
て
し
ま

い
ま
す
。

司
会
●
な
る
ほ
ど
。
今
度
は
女
性
の
方
か
ら
見
て
、
買
物

を
す
る
に
は
ど
う
い
う
お
店
が
魅
力
的
な
の
で
し
ょ
う

か
。

嶋
田
●
主
婦
で
い
な
が
ら
一
方
で
仕
事
を
し
て
ま
す
も

の
で
、
仕
事
で
出
た
日
は
、
関
内
の
デ
パ
ー
ト
の
地
下

と
か
ス
ー
パ
ー
で
買
物
を
す
る
の
が
パ
タ
ー
ン
で
す
ね
。

で
も
、
家
に
い
る
日
は
地
元
で
買
っ
て
ま
す
。
そ
の
と

き
い
つ
も
不
安
に
な
る
の
は
、
カ
マ
ポ
コ
な
ど
、
か
な

り
古
い
物
を
売
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
。

山
本
●
私
は
ほ
と
ん
ど
地
元
で
買
い
ま
す
ね
。
大
き
な

物
を
買
う
と
き
と
か
、
食
事
に
行
く
と
き
は
、
横
浜
駅

や
元
町
に
行
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
お
か
ず
ま
で

買
っ
て
く
る
の
は
、
重
い
思
い
を
す
る
だ
け
な
ん
で
す
。

地
元
の
良
さ
は
、
も
う
す
っ
か
り
顔
な
じ
み
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。
け
つ
こ
う
近
く
に
ス
ー
パ
ー
が
で
き

て
い
た
り
す
る
ん
で
す
け
ど
、
家
族
の
お
か
ず
の
材
料

は
、
野
菜
で
も
魚
で
も
、
普
通
の
お
店
か
ら
ほ
し
い
で

す
ね
。
昔
か
ら
あ
る
お
店
で
、
個
人
的
な
会
話
を
か
わ

し
な
が
ら
買
う
方
が
私
は
好
き
な
ん
で
す
。
う
っ
か
り

サ
イ
フ
を
忘
れ
て
も
、
売
っ
て
く
れ
た
り
し
ま
す
し
。

蓑
島
●
横
浜
駅
周
辺
に
は
、
デ
パ
ー
ト
だ
け
で
も
三
、
四

軒
あ
る
。
喫
茶
店
も
あ
る
し
、
食
堂
も
あ
る
。
買
物
ば
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●事業所数の産業別構成比 中
区
に
は
、
横
浜
市
内
の
一
四
・
六
％
を
占
め
る
一
六
、
四
四
一

の
事
業
所
が
あ
り
、
’
四
区
中
第
一
位
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

産
業
別
内
訳
を
見
る
と
、
第
三
次
産
業
が
九
二
％
と
大
部
分
を
占

め
、
な
か
で
も
商
業
（
卸
売
業
、
小
売
業
、
飲
食
店
）
が
半
数
を
超
え

て
い
る
。

中
区
は
商
業
の
街

デ
ー
タ
で
見
る
中
区
の
商
業

因
■
『
伯
凹
■
⑮
い
い

自
白
ｎ
口
■
の
巳
。
『
仲

苣業３０％ その他０１％

建設業４．７％

獅
帥
繊
私

公
金
保
２

０５％
卸売業

８．２％％

鍵 小売業

２０１％

事業所数

１６，４４１1６

サービス業

２３７％
飲食店

２４０％

三次産業
昭和56年事業所統計調査
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司
会
●
集
会
場
と
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
活
用

な
さ
っ
て
ま
す
か
。

緑
地
を
買
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
今
、
傾
斜
地
が
ど
ん

ど
ん
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
張
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ

れ
は
暑
い
ん
で
す
ね
。
中
区
の
良
さ
は
、
い
わ
ゆ
る
人

間
の
住
む
と
こ
ろ
に
必
ず
緑
が
あ
っ
た
わ
け
。
そ
れ
が

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
つ
く
る
事
も
大
切
だ
け
ど
、
あ

る
緑
を
守
る
の
に
、
何
か
い
い
案
は
な
い
か
な
と
思
う
。

司
会
●
緑
化
ウ
ォ
ー
ル
と
い
う
の
が
使
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
あ
り
ま
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
枠
で
斜
面
を
お

さ
え
る
わ
け
で
、
そ
の
枠
の
中
に
緑
を
植
え
る
ん
で
す
。

外
人
墓
地
な
ど
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
わ
り
の

自
然
と
調
和
し
て
、
緑
の
保
存
に
も
非
常
に
効
果
を
上

げ
て
い
る
よ
う
で
す
。

明
城
●
あ
と
具
体
的
に
は
緑
を
残
す
の
に
生
け
垣
が
よ

い
案
だ
と
思
い
ま
す
。
戦
後
は
ブ
ロ
ッ
ク
と
フ
ェ
ン
ス

で
囲
っ
た
り
、
中
が
見
え
な
い
よ
う
に
し
た
け
ど
、
最

近
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
（
安
全
性
）
も
万
全
だ
し
、
幸

い
日
本
は
防
犯
上
は
安
全
だ
し
ね
。
助
成
金
も
出
る
し
。

区
民
に
使
い
勝
手
の
い
い
公
共
施
設
を

】
０
国
〆
』

ｇ
Ⅱ
’
７
日
０
－
》
〃

を
大
い
に
活
用
す
る
の
は
い
い
の
で
す
が
、
も
っ
と
遠

慮
な
し
に
使
え
る
施
設
が
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

あ
の
辺
は
非
常
に
サ
ー
ク
ル
活
動
が
活
発
な
ん
で
す
ね
。

で
も
土
曜
日
、
日
曜
日
だ
け
な
ん
で
す
。
主
婦
と
し
て

は
、
ふ
だ
ん
の
日
に
も
っ
と
利
用
で
き
た
ら
と
思
う
ん

で
す
か
。

嶋
田
●
中
区
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
か
非
常
に

少
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
地
区
セ
ン
タ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
は
野
毛
に
一
館
あ
る
だ
け
で
す

か
ら
。
今
度
図
書
館
が
で
き
る
と
い
う
の
で
、
期
待
し

て
い
ま
し
た
ら
、
新
本
牧
だ
と
い
う
ん
で
す
。
新
住
民

の
一
二
○
○
○
人
の
た
め
み
た
い
な
の
ね
。
旧
住
民

は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
く
れ
る
ん
だ
と
い
う
感
じ
に

な
り
ま
す
ね
。
公
園
も
港
の
見
え
る
丘
公
園
と
か
山
下

公
園
と
か
多
い
ん
で
す
か
、
そ
れ
は
住
民
の
た
め
の
も

の
じ
ゃ
な
く
て
、
観
光
施
設
な
ん
で
す
。
私
か
子
供
を

育
て
て
い
た
こ
ろ
、
近
く
に
公
園
か
な
く
て
困
っ
た
も

の
で
し
た
。
ど
こ
で
遊
ば
せ
た
ら
い
い
の
か
と
。

宝
田
●
よ
く
中
区
か
ら
は
ス
ポ
ー
ツ
選
手
か
で
な
い
と

い
わ
れ
ま
す
ね
。
何
と
い
っ
て
も
小
学
校
の
グ
ラ
ン
ド

か
狭
い
。
ま
あ
、
グ
ラ
ン
ド
と
い
え
る
も
の
は
間
門
小

明
胆
明
さ
ん

●商店数．従業者数･年間商品販売額の業種別害恰

０５０

大
き
な
商
店
街
が
い
く
つ
も
あ
る
中
区
は
、
商
店
数
で
は
小
売

業
が
半
数
を
占
め
て
い
る
か
、
従
業
ロ
数
や
販
売
額
で
は
卸
売
業

の
割
合
が
高
く
、
特
に
販
売
額
で
は
小
売
業
の
一
五
％
に
対
し
て

卸
売
業
が
八
一
％
も
の
高
率
に
な
っ
て
い
る
。

商
品
販
売
額
で
は
卸
売
業
が
主
流

100％

商店数

(5,629店(

従業者数

(36,455人）

年間商品

販売額

(1兆６，６１２億円）

昭和60年．６１年商業統計調査４２％ ※飲食店の数はバー･酒場を除く。
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ろ
が
、
ど
こ
に
も
な
い
ん
で
す
ね
。
元
町
ブ
ー
ル
な
ど

も
、
子
供
か
利
用
す
る
に
は
料
金
が
高
す
ぎ
ま
す
し
ね
。

明
城
●
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
新
本
牧
に

つ
く
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
、
そ
の
他
の
地
域
の

人
に
は
恩
恵
か
な
い
と
す
る
考
え
は
、
す
べ
て
交
通
の

便
の
悪
さ
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
便
か
悪
い
た
め
に
、
近

く
の
人
は
い
い
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
で
も
離
れ
た
人
は
ダ

メ
に
な
る
。

横
浜
は
、
こ
れ
だ
け
の
都
会
で
あ
り
な
が
ら
、
交
通

網
は
非
常
に
未
整
備
で
す
。
地
下
鉄
が
一
本
き
り
な
い
。

こ
ん
な
大
都
市
は
ほ
か
に
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
ど
ん
ど

ん
穴
ぐ
ら
へ
入
っ
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
特
に

中
区
は
、
麦
田
の
ト
ン
ネ
ル
以
南
は
、
電
車
一
本
で
す

か
ら
ネ
。
そ
こ
か
ら
ま
ず
解
決
し
て
い
か
な
い
と
。
最

近
は
、
東
京
都
横
浜
村
的
な
人
種
が
増
え
て
き
た
。
交

通
が
全
部
東
京
方
面
へ
向
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。
横
浜

市
内
の
あ
る
市
街
に
住
む
友
人
が
言
っ
て
ま
し
た
よ
、

中
区
へ
行
く
よ
り
、
東
京
へ
行
く
ほ
う
が
早
い
と
。

宝
田
●
本
当
に
、
中
区
に
欠
け
て
い
る
の
は
交
通
で
す

ね
。
先
ほ
ど
区
内
の
施
設
や
公
園
が
観
光
施
設
だ
と
か

言
わ
れ
ま
し
た
が
、
区
民
が
使
っ
て
も
い
い
わ
け
な
ん

で
す
か
ら
。
文
化
的
な
施
設
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
交
通

さ
え
解
決
す
れ
ば
、
暮
ら
し
や
す
さ
は
そ
う
と
う
運
っ

て
く
る
は
ず
で
す
。
中
区
の
環
境
は
非
常
に
い
い
し
、

人
種
も
昔
か
ら
外
国
人
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
人
な
つ

こ
さ
か
あ
る
し
。
そ
う
い
う
意
味
で
環
境
は
非
常
に
素

晴
ら
し
い
わ
け
だ
か
ら
。

明
城
●
た
だ
、
日
常
生
活
の
公
園
は
、
山
下
公
園
の
よ
う

な
観
光
的
な
も
の
だ
と
う
ま
く
使
え
な
い
で
す
よ
。
日

本
人
っ
て
も
の
は
苦
の
長
屋
の
井
戸
端
程
度
で
す
と
何

と
な
く
人
が
集
ま
る
け
れ
ど
、
も
っ
と
広
く
な
っ
ち
ゃ

う
と
、
居
心
地
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
を
。

嶋
田
●
地
域
の
中
で
の
施
設
と
い
う
の
は
、
広
さ
と
か

美
し
さ
じ
ゃ
な
く
て
、
使
い
勝
手
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

そ
れ
と
、
こ
れ
か
ら
は
車
社
会
に
な
る
と
思
う
ん
で

す
。
中
区
の
公
会
堂
で
あ
る
開
港
記
念
会
館
と
い
う
の

は
、
車
が
ダ
メ
。
停
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
公

会
堂
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
電
車
か
ら
は
遠

く
て
バ
ス
し
か
な
い
。
ど
ん
ど
ん
車
で
生
活
す
る
時
代

に
な
る
と
い
う
の
に
、
そ
の
対
応
が
不
十
分
な
ん
で
す

よ
ね
。

山
本
●
山
元
町
に
は
、
少
し
路
地
を
は
い
る
と
昔
の
駄

菓
子
屋
み
た
い
な
の
が
あ
り
、
子
供
た
ち
が
ワ
シ
と
い

て
お
で
ん
な
ど
を
食
べ
た
り
す
る
店
が
あ
る
ん
で
す
。

い
ろ
い
ろ
開
発
し
て
、
街
並
も
変
わ
っ
て
ス
テ
キ
に
な

る
の
は
い
い
け
れ
ど
、
何
か
あ
ま
り
に
も
イ
メ
ー
ジ
が

2００

i蕊1203 ●夜間人ロに対する昼間人ロの割合 横
浜
市
の
中
心
区
で
あ
る
中
区
は
、
昼
間
の
人
ロ
が
約
一
一
四
万

人
と
、
夜
間
（
中
区
に
住
ん
で
い
る
）
人
口
の
一
一
倍
に
も
ふ
く
れ
あ

が
る
。
こ
れ
は
お
も
に
、
区
外
か
ら
通
勤
ら
堀
学
し
て
く
る
人
の

た
め
で
、
横
浜
市
の
中
で
も
群
を
ぬ
い
て
い
る
。

昼
間
二
倍
に
ふ
く
れ
あ
が
る
人
口

因
程
呂
■
⑮
凄
巳
目
再
■
閨
⑦
巳
ｏ
二

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

９
８
７
６
５
４
３
２
１
０
９ '11,T所．０

０
８
７

｡Ⅱ一鶴
見
区

神
奈
川
区

港
南
区

瀬
谷
区

戸
塚
区

旭
区

西
区

中
区

港
北
区

金
沢
区

市
平
均

磯
子
区

南
区

緑
区

保
土
ケ
谷
区

昭和60年国勢調査
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ｉ
ル
か
ら
南
の
住
宅
街
を
整
備
し
よ
う
と
し
て
も
む
ず
か

し
い
で
す
よ
。
そ
れ
こ
そ
消
防
自
動
車
も
入
れ
な
い
密

集
地
帯
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
か
ら
。

そ
ん
な
な
か
で
も
、
工
夫
次
第
と
い
う
こ
と
が
い
ろ

い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
街
路
修
理
な

ど
、
三
年
に
一
度
や
る
と
こ
ろ
を
五
年
に
一
度
に
延
ば

し
、
そ
の
余
剰
予
算
を
旧
市
街
地
整
備
に
ま
わ
す
と
か
、

浸
透
性
の
舗
装
な
ど
、
グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
に
し
て

い
く
と
か
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
可

能
で
し
ょ
う
。

偽
田
●
横
浜
は
何
か
中
心
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
な
い

と
。
東
京
従
属
型
で
は
人
々
は
い
ず
れ
ど
っ
か
へ
行
っ

て
し
ま
う
と
思
う
ん
で
す
。
国
際
性
を
打
ち
出
し
て
も
、

経
過
都
市
で
な
く
中
心
地
に
な
れ
る
魅
力
を
も
た
な
い

限
り
、
一
時
的
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

押
谷
●
か
つ
て
は
、
中
区
に
住
ん
で
い
る
人
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
自
体
が
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
ね
。

宝
田
●
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
、
横
浜
か
ら
広
が
っ
た
と

い
わ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
覚
え
て
い
る
の
は
一
九
六

○
年
代
、
靴
下
の
見
え
る
く
ら
い
短
い
ズ
ボ
ン
が
流
行

横
浜
ら
し
い
文
化
を
引
き
出
そ
う

灘

露蝋

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
七
～
八
年
前
に
、

ハ
マ
ト
ラ
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
の
が
流
行
り
ま
し

た
。
あ
れ
は
フ
ェ
リ
ス
の
女
生
徒
が
、
坂
を
上
っ
て
学

校
へ
行
く
の
に
、
足
が
く
た
び
れ
て
し
ま
う
か
ら
ひ
ざ

下
ま
で
の
靴
下
を
履
い
て
ペ
タ
ン
コ
の
靴
を
履
く
よ

う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
ス
カ
ー
ト
も
、
狭
い
の
で
は
歩

き
に
く
い
か
ら
広
が
っ
て
い
る
。
動
き
や
す
い
よ
う
に

ト
レ
ー
ナ
ー
を
着
て
い
る
。
こ
れ
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で

湘
南
で
も
同
じ
よ
う
に
海
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
流
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
か
ら
あ

え
て
仕
掛
け
る
と
、
中
区
に
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
魅

力
が
あ
る
の
じ
や
な
い
か
を
。

明
城
●
僕
が
学
生
時
代
の
こ
と
で
す
が
、
中
華
街
の
場

末
に
外
人
バ
ー
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
に
は
船
乗
り

が
い
て
兵
隊
が
い
て
、
黒
人
も
白
人
も
い
た
。
日
本
人

は
入
り
に
く
か
っ
た
け
ど
、
何
と
な
く
入
っ
て
、
そ
こ

で
酒
飲
ん
で
バ
カ
言
っ
て
ま
し
た
。
怪
し
気
な
英
語
で

も
何
と
か
通
じ
る
ん
で
す
。
片
わ
ら
で
は
ジ
ャ
ズ
が
ガ

ン
ガ
ン
鳴
っ
て
、
そ
れ
が
横
浜
の
か
っ
て
の
姿
だ
と
僕

自
身
は
思
う
。
そ
れ
が
今
は
な
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
で

山
本
●
結
婚
し
て
、
仙
台
か
ら
こ
ち
ら
に
来
た
と
き
、
さ

す
が
だ
と
思
っ
た
の
は
、
八
百
屋
さ
ん
や
果
物
屋
さ
ん

の
か
な
り
年
配
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
外
国
人
の
お
客

九
割
の
人
が
中
区
に
愛
着
心
を
も
つ

中区に対する愛着の程度
まり愛着を

中
区
民
の
区
へ
の
愛
沽
度
は
、
「
非
常
に
愛
石
を
も
っ
て
い
る
」

人
と
「
あ
る
程
度
愛
着
を
も
っ
て
い
る
」
人
を
合
わ
せ
る
と
約
九

割
に
も
達
し
、
極
め
て
強
い
と
い
え
る
。

■
。
－

●
あ
も
８
わ
０

■
■
呂
弓
ｎ
邑
巴
百
■
■
閏
⑮
曰
●
二

●愛若をもつ理由

生活に便利だから

生まれたところ、育った

ところだから

｢みなと｣や｢外人墓地｣が
あり、明治以来の歴史性

や異国情緒があるから

横浜という国際的にも有

名な都市の中心区だから

街の景観に魅力を感じる

から

街に活気を感じるから

何となく・住みなれてい

るから

その他

］44,

昭和57年中区区民意識調査ｂＬ
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集割にダメ修使タる騒宝感つ蓑つさでと押をいつ

ｉｆ＝てすは谷にくて
｡、●ぎ可来

めをし’１）所館｜のが田
る超てが力とにナはれ●

再
開
発
を
す
る
と
こ
ろ
に
も
相
当
数
の
国
の
人
が
入

を
も
っ
て
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。

ん
相
手
に
商
売
し
て
い
た
こ

る
よ
う
な
の
で
新
た
な
文
化
を
作
り
上
げ
て

能
性
が
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
が
、
中
区
の
将
来

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
も
同
感
で
す
。
外
国
人
が
自
然
に
住
め
る
こ

横
浜
の
過
去
か
ら
も
っ
て
い
る
い
い
イ
メ
ー
ジ

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
だ
と
か
、
ハ
イ
カ
ラ
だ
と

中
区
は
歴
史
的
に
は
国
際
文
化
都
市
で
す
。
今

て
い
る
国
際
性
に
つ
い
て
可
能
性
を
も
っ
て
い

中
区
で
す
。
学
校
も
中
華
学
校
が
あ
る
。
イ
ン

シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
も
あ
る
し
、
外
国
駐
日
大

勤
務
す
る
人
の
た
め
の
米
国
国
務
省
日
本
語
研

い
う
の
も
あ
る
ん
で
す
。
ま
た
、
今
年
か
ら
ア

や
カ
ナ
ダ
の
大
学
生
の
た
め
の
日
本
研
究
セ
ン

東
京
か
ら
桜
木
町
に
移
転
し
ま
し
た
。
ク
ラ
ブ

も
、
山
手
に
は
、
メ
ン
バ
ー
か
一
つ
の
国
で
一

え
な
い
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
国
の
メ
ン
バ
ー
を

と
こ
ろ
が
あ
る
。

び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。

十
分
な
会
話
は
で
き
な
く
て
も
、
売
っ
た
り
買

は
で
き
る
ん
で
す
ね
。
外
国
人
に
対
し
て
違
和

三１１W:：
iW鰭ii11r

hi回鬮;:1.111脚iⅢ

と
で
す
ね
。
横
浜
だ
な

夕セクレ

ヨ■さ

Fﾖﾄﾞ

(■＝
知己

か
そ
う
い
う
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
自
然
に
残
す
に
は
、

ど
う
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
い
い
の
か
と
考
え
る
と
、
今

ま
で
議
論
さ
れ
て
い
た
交
通
と
か
、
水
道
と
か
、
道
路

と
か
、
そ
う
い
う
基
礎
的
な
問
題
を
解
決
し
て
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
中
区
の
特
徴
づ
け
に
な
ら
な
い
と
思
う
ん

で
す
。
他
の
都
市
で
は
得
ら
れ
な
い
特
徴
づ
け
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
語
学
が
学
べ
る
と
か
、
料

理
店
も
ど
こ
で
も
自
然
に
外
国
人
が
入
れ
る
と
か
、
標

識
を
英
語
と
日
本
語
と
ダ
ブ
ル
表
記
す
る
と
か
。

大
々
的
な
計
画
を
実
行
す
る
の
は
大
変
で
す
。
で
も
、

個
々
の
商
店
で
も
、
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
店
な

ら
、
街
を
引
っ
ぱ
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
全
体

の
開
発
は
、
大
変
だ
と
い
う
こ
と
で
な
か
な
か
始
ま
ら

な
い
。
個
々
の
努
力
で
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
進
め
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

司
会
●
み
な
さ
ん
は
中
区
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い

や
期
待
を
お
も
ち
の
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
も
中

区
へ
の
愛
着
心
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
、
共
通
し
て
い

る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
気
持
ち
か
こ

れ
か
ら
形
に
な
る
よ
う
、
区
民
一
人
一
人
の
努
力
か
期

待
さ
れ
ま
す
。

今
日
は
、
お
忙
し
い
と
こ
ろ
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま

し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●生活環境で不満な項目
環境衛生

生
活
環
境
で
不
満
な
の
は
「
公
害
」
「
公
園
・

子
供
の
遊
び
場
』
「
災
害
か
ら
の
安
全
性
」

自
分
の
家
の
ま
わ
り
の
環
境
に
つ
い
て
は
、
七
六
％
の
人
が
、

「
満
足
」
「
ま
あ
満
足
」
し
て
い
る
が
、
不
満
な
点
と
し
て
特
に
多
く

あ
げ
ら
れ
た
の
か
「
公
害
」
と
「
公
園
・
子
供
の
遊
び
場
」
「
災
害
か

ら
の
安
全
性
」
で
あ
る
。
地
区
別
で
は
都
心
地
域
で
全
体
的
に
不

満
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ロ
国

、
、
Ｐ

鶏
》 災

１
宝
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づ
く
ら
に
向
か
っ
て

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
す
こ
の
街
は
一
体
ど
ん
な
よ
ば
れ
方
を
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
こ
こ
で
生
ま
れ
て
育
っ
た
人
に
と
っ
て
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
ふ
る
さ
と
で
す
が
、
こ
こ
に
は
そ
う
で
な
い
人
の

方
が
た
く
さ
ん
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
は
都
会
生
活
の
中
の
仮
の
宿
で
し

こ
れ
ま
で
の
街
づ
く
り
は
、
上
下
水
道
や
道
路
、
【

つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
き
ま
し
た
。

は
ど
れ
も
よ
く
似
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
街
づ
く
り
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

と
で
す
。
一

い
の
で
す
。

で
は
、
一

［
街
亦
△
か
］

ふ
る
さ
と
を
、
自
分
の
根
っ
こ
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
今
現
在
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
基
盤

と
な
っ
て
い
る
こ
の
街
も
、
十
分
ふ
る
さ
と
た
り
得
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
ふ
る
さ
と
は
創
り
上
げ
る
ふ
る
さ

と
で
す
。
こ
こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
総
意
に
よ
っ
て
意
識
的
、
計
画
的
に
創
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
を

か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

中
区

べ
き
場
所
。

［
ふ
る
く
』
ピ
］
を
創
る

ふ
る
さ
と
は
山
が
あ
っ
て
川
が
あ
っ
て
ウ
サ
ギ
が
い
て
フ
ナ
が
い
て
、
あ
た
た
か
い
記
憶
に
彩
ら
れ
た
帰
る

こ
の
街
を
ど
う
創
っ
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

、

■Ａ７ｈＶくｂＪｙｂ

公
共
施
設
と
い
っ
た
よ
う
な
都
市
生
活
に
必
要
な
基
盤
を

。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
が
一
応
の
水
準
に
達
し
た
今
日
、
街

画
一
的
な
物
質
的
充
実
で
は
な
く
、
住
ん
で
い
る
人
に

9４



い
う
ま
で
も
な
く
、
街
に
は
た
く
さ
ん
の
人
が
暮
ら
し
て
い
て
、
街
づ
く
り
に
関
し
て
も
い
ろ
い
ろ
な
考
え

方
が
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
関
係
も
絡
ん
で
く
る
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
ふ
る
さ
と
街
づ
く
り
」
に
は
多
く
の
人
の
協
力
と
活
発
な
論
議
が
必
要
な
の
で

す
。
｜
朝
一
夕
に
は
為
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
人
が
街
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
、
合

意
を
求
め
、
粘
り
強
く
行
動
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
支
え
る
も
の
が
、
街
を
愛
す
る

気
持
ち
Ⅱ
ふ
る
さ
と
へ
の
思
い
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
区
は
、
港
の
街
と
し
て
日
本
全
国
、
ま
た
外
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
集
ま
っ
て
で
き
た
街
で
す
。
異
質

な
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
、
そ
れ
を
實
欲
に
吸
収
し
て
い
っ
た
先
進
的
な
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
「
三
日
住
め

ば
ハ
マ
ッ
子
」
と
い
っ
た
開
放
的
で
包
容
力
の
あ
る
こ
の
街
の
個
性
は
、
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
「
は
ま
の
中
」
な
ら
で
は
の
個
性
を
最
大
限
に
生
か
し
て
、
国
際
的
に
開
か
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
街
と
し

て
、
国
籍
や
文
化
や
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
越
え
て
共
に
暮
ら
し
て
い
く
街
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
が
ふ
る
さ
と
た
る
の
は
、
そ
こ
に
人
の
温
も
り
が
あ
る
か
ら
で
す
。
と
か
く
人
と
人
と
の
結
び
つ

き
が
薄
い
と
い
わ
れ
る
都
市
生
活
で
す
が
、
そ
こ
に
連
帯
の
輪
を
創
り
上
げ
て
は
い
け
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
る
余
暇
時
間
の
増
加
や
、
ま
た
、
子
供
の
数
が
少
な
く
な
っ
て
女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
が
変
化
し
た
こ
と
な
ど
、
地
域
で
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
い
く
時
間
的
余
裕
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
ス
ポ

１
シ
・
文
化
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
、
地
域
活
動
を
活
発
に
し
て
い
く
た
め
の
条
件
を
整
備
し
、
「
ひ

と
仲
」
を
と
り
も
つ
街
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
と
人
と
の
出
会
い
を
通
し
て
温
も
り
の
あ
る
街
に

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
っ
て
人
間
的
で
う
る
お
い
の
あ
る
個
性
的
な
街
、
住
む
人
の
快
適
性
（
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
）
を
重
視
し
た
街
を

創
る
こ
と
で
す
。
「
街
な
か
」
に
、
ふ
っ
と
親
し
み
を
お
ぼ
え
る
街
角
を
創
り
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ふ
ろ
ヱ
ピ
街
づ
く
～
ｕ
皆
の
力
で

［
ｕ
Ｊ
の
中
］

，
中
区
は
、
進

ロ
ピ
仲
］

こ
こ
に
暮
ら
す
人
、
一
人
一
人
が
街
づ
く
り
の
主
役
で
す
。
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編集後記

識や行動力q竪理されることを期待したい。

(日比）

●

平均寿命が80歳を越えるとなると、人はひ

と仕事終えてから、それまでの半分近くをさ

らに生きなくてはならないことになる。学校

・職場とともに地域社会をもう一度見直さな

ければならない時代がきている。そんな感慨

がよぎる。（森田）

●

中区はエキゾチックでハイカラな街というイ

メージが強くて、住んでいる人の姿はなかな

か出てきません。でも、街を歩いてみて、こ

こに暮らす人々が実にこの街を愛しているこ

とを知りました。たくさんの方のご協力、本

当にありがとうございました。（渡部）

ふるさとブームが言われるこの頃です。街の

再発見を通じて、今住んでいるこの街に「ふ

るさと意識」をもっていただければこの本は

大成功です。そして、次の段階は｛主民が主体

となった街づくりの実践です。（平松）

●

都会に住む人々にとって、自分達の街を「ふ

るさと」として特吊りに意識する必要はあるの

だろうか。この本を作る最初の疑問は、未だ

私の中でモヤモヤしている。しかし、それも

区民の方々のこの本に対する反響が払j式して

くれると期待しているところです。（安西）

●

いや－，本を1冊作るって言うのは大変なも

んですね。でも、色々な話を聞いたり、調べ

たりしてみると中区って本当に面白いなあと、
びっくり

吾ながら喫驚しました。

さて、次の日曜日にでもこの本を持って、夕

ウンウォッチングにでも出かけてみるかな。

ひょんな所でひょんな出会いを楽しみにね。

（笹尾）

●

緑と水を扱ってみると、一人一人の小さな気

遣いで大きな効果が期待できるのに、人々の

おかれている状況がその周囲に対する配慮を

望めないところまできている。こんなにも土

地の無策が人々の生>証91境を破壊し、心を荒

ませるとは……？けれども、こんな時だから

こそ、市民一人一人の環境に対する'Ｄ配りが、

住み良い環境をつくる秘訣であると見受けら

れた。（天野）

●

中区は狭いようでも町ごとにいくつもの顔を

もっている。この表情を統計データで表そう

としたが、なかなかないものである。地域に

あった街づくりのためにも区民みなさんの意
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