
　
根
岸
湾
を
望
む
南
の
崖
線
の
起
点
｜
山
手

の
丘
で
は
、
市
民
に
開
か
れ
た
形
で
の
洋
館
の

保
全
活
用
が
進
ん
で
い
る
。

　
中
区
の
港
の
見
え
る
丘
公
園
、
外
国
大
墓
地

か
ら
根
岸
森
林
公
園
に
至
る
山
手
の
丘
に
は
、

今
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
館
、
山
手
１
１
１
番
館
な

ど
洋
館
が
並
び
、
緑
と
一
体
と
な
っ
た
歴
史
的

な
景
観
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
洋
館
は
横

浜
市
の
『
歴
史
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
要
綱
』

に
よ
っ
て
、
保
存
さ
れ
、
市
民
お
よ
び
観
光
客

に
開
放
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
、
山
手
２
３
４
番
館
は
、
活
用
の

あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
市
民
を
交
え
た
幅
広
い
議

論
が
行
わ
れ
、
一
般
公
開
に
至
っ
た
洋
館
で
あ

る
。

　
建
物
の
活
用
を
考
え
る
た
め
に
集
ま
っ
た
の

は
、
地
域
住
民
や
地
域
活
動
団
体
関
係
者
な
ど
。

ま
た
、
市
が
公
募
し
た
一
般
市
民
も
数
多
く
参

加
し
た
。
活
発
な
検
討
の
末
に
打
ち
出
さ
れ
た

の
は
、
見
る
た
め
の
洋
館
で
は
な
く
「
使
え
る

洋
館
」
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
実
際
に
、
山
手

２
３
４
番
館
に
限
ら
ず
、
横
浜
市
が
保
有
す
る

「
山
手
西
洋
館
」
で
は
、
毎
月
の
よ
う
に
コ
ン
サ

ー
ト
や
絵
画
展
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
企
画

さ
れ
、
山
手
の
地
域
に
根
ざ
し
た
文
化
活
動
の

場
と
し
で
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

単
館
で
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
地
元
の
団
体

や
地
域
住
民
の
協
力
の
も
と
山
手
地
区
に
点
在

す
る
各
西
洋
館
が
連
携
し
て
行
う
ケ
ー
ス
が
で

て
き
て
い
る
。
山
手
の
洋
館
が
演
出
す
る
丘
の

手
文
化
を
「
面
的
」
に
打
ち
出
し
て
い
こ
う
と

い
う
動
き
で
あ
る
。

　
か
つ
て
、
臨
海
丘
の
手
の
西
洋
館
が
文
化
人

や
実
業
家
の
サ
ロ
ン
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
山
手
の
丘
全
体
が
、
市
民
交
流
の
た

め
の
文
化
サ
ロ
ン
と
な
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
え

よ
う
。

山手234番館

異
世
代
共
同
居
住

丘
の
手
文
化
が
提
唱
す
る
新
た
な
住
ま
い
方

ラクラッセ祭りの風景

も
同
居
し
て
い
る
。

　
現
在
の
居
住
世
帯
は
、
一
人
暮
ら
し

や
夫
婦
二
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
4
3
世
帯

を
含
め
１
０
０
世
帯
あ
ま
り
。
居
住
者

の
年
齢
は
、
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
層
と

2
0
～
3
0
代
の
子
育
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
で
構

成
さ
れ
、
4
0
～
5
0
代
の
住
民
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
。

　
中
間
世
代
が
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
住
民
間
の
交
流
は
盛
ん
だ
。
居
住

す
る
高
齢
者
で
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
を
結
成

し
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
サ
ン
タ
ク
ロ
ー

ス
や
ト
ナ
カ
イ
の
扮
装
を
し
て
マ
ン
シ

ョ
ン
の
子
ど
も
た
ち
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

配
っ
た
り
、
餅
つ
き
大
会
や
ラ
ク
ラ
ッ

セ
祭
り
な
ど
を
企
画
し
、
世
代
を
超
え

た
住
民
間
の
交
流
を
積
極
的
に
図
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
ラ
ー
ク
ラ
ッ
セ
西
寺
尾
」
で
は
高
齢

者
が
一
方
的
に
ケ
ア
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
逆
に
自
ら
動
く
こ
と
よ
っ
て
若
い

世
代
と
の
絆
が
強
ま
り
、
そ
れ
が
自
分

自
身
の
安
心
感
と
し
て
返
っ
て
く
る
。

　
こ
の
住
ま
い
方
の
工
夫
は
一
つ
の
モ

デ
ル
と
な
っ
て
、
い
ず
れ
臨
海
丘
の
手

の
み
な
ら
ず
横
浜
郊
外
の
丘
の
手
全
体

に
広
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
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横
浜
の
最
初
の
郊
外
と
い
う
べ
き
臨

海
丘
の
手
に
は
市
街
地
形
成
の
歴
史
が

古
い
だ
け
に
、
高
齢
者
も
多
い
。
高
齢

化
が
進
む
住
民
た
ち
の
住
ま
い
方
の
ゆ

く
え
も
大
き
な
テ
ー
マ
だ
。

　
そ
の
解
決
へ
の
一
つ
の
糸
口
が
松
が

丘
や
白
幡
と
地
続
き
の
西
寺
尾
で
実
践

さ
れ
て
い
る
。
大
規
模
敷
地
を
生
か
し

た
共
同
住
宅
に
単
身
の
高
齢
者
と
若
い

フ
ァ
ミ
リ
ー
世
代
が
一
緒
に
住
み
、
世

代
間
交
流
を
育
も
う
と
い
う
試
み
で
あ

る
。

　
「
ラ
・
ク
ラ
ッ
セ
西
寺
尾
」
は
、
地
域

内
で
獣
医
を
営
む
地
権
者
が
市
の
「
シ

ニ
ア
・
り
ぶ
い
ん
」
と
「
ヨ
コ
ハ
マ
・
り
ぶ

い
ん
」
の
制
度
を
活
用
し
て
、
平
成
７
年

に
建
設
し
た
共
同
曾
昏
住
宅
で
あ
る
。

　
８
階
建
の
建
物
に
は
住
宅
部
分
だ
け

で
な
く
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
よ
う
、
気
軽
に
往
診
に
応
じ
て
く
れ

る
診
療
所
や
給
食
サ
ー
ビ
ス
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

山
手
の
丘
で
進
む
、

洋
館
の
保
存
活
動

臨海丘の手・まとめ

る

特
に
近
年
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
催
し
な
ど
を
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