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水
面
利
用
計
画
の
方
向
性
<
上
>

は
じ
め
に

　
港
は
海
と
陸
と
を
結
ぶ
交
通
の
接
続
点
で
あ

る
。
人
々
と
物
資
の
主
な
輸
送
手
段
が
海
上
交

通
に
た
よ
っ
て
い
た
時
代
に
は
、
港
は
他
地
域

へ
の
門
戸
で
あ
り
、
文
化
の
導
入
口
で
も
あ
っ

た
。
人
々
は
港
を
通
し
て
他
地
域
と
関
係
を
持

ち
。
港
は
人
々
の
生
活
と
深
く
か
か
わ
り
あ
い
。

文
化
の
先
進
拠
点
と
し
て
独
特
の
情
緒
を
も
っ

た
魅
力
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
高
速
輸
送
手
段
と
し
て
の
鉄
道
、

自
動
車
、
航
空
機
の
発
達
は
港
の
旅
客
タ
ー
ミ

ナ
ル
と
し
て
の
役
割
を
著
し
く
減
退
さ
せ
、
あ

わ
せ
て
通
信
の
発
達
は
文
化
の
先
進
拠
点
と
し

て
の
港
の
性
格
を
奪
い
さ
っ
て
し
ま
っ
た
。
い

ま
や
港
は
大
量
輸
送
手
段
と
し
て
の
性
格
を
残

し
た
船
舶
交
通
の
物
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の

み
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
的
経
済
的
必

然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
来
、
港
は
背
後
都
市
の
人
口
。
産
業
構
造
。

交
通
条
件
な
ど
の
社
会
的
条
件
か
ら
性
格
づ
け

ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貨
物
の
量
や
質
、
施
設

規
模
が
決
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
背
後
都
市
住

民
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
地
域
性
に
富
ん
だ

も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
明

治
以
降
の
我
国
の
港
湾
開
発
は
、
欧
米
先
進
国

に
追
い
つ
く
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
政
府
の
富

国
強
兵
。
殖
産
興
業
策
に
従
い
。
産
業
活
動
の
拠

点
と
し
て
政
府
の
手
に
よ
り
国
家
目
的
の
達
成

の
た
め
に
計
画
整
備
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、

少
な
く
と
も
港
湾
の
計
画
と
い
う
面
で
は
地
域

社
会
と
の
か
か
わ
り
は
薄
く
、
港
は
国
家
と
の

か
か
わ
り
に
お
い
て
存
在
し
た
。

　
そ
の
端
的
な
例
が
横
浜
港
で
あ
ろ
う
。
安
政

六
年
の
開
港
以
来
、
か
つ
て
の
一
漁
村
で
あ
っ

た
横
浜
は
首
都
東
京
の
、
広
く
は
東
日
本
の
表

玄
関
と
し
て
政
府
の
手
に
よ
り
整
備
が
図
ら
れ

た
。
そ
の
後
も
昭
和
十
六
年
の
東
京
港
の
開
港

を
み
る
ま
で
、
横
浜
港
は
市
日
本
に
お
け
る
唯

　
一
の
外
貿
定
期
港
と
し
て
日
本
経
済
と
深
い
か

か
わ
り
を
持
ち
つ
つ
、
貨
物
量
の
増
加
に
対
応

し
た
施
設
の
増
強
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
一
方
、
政
府
の
手
に
よ
る
港
湾
の
整
備
と

あ
い
ま
ち
、
我
国
は
資
源
と
製
品
の
販
路
を
海

前
原
康
博
　
中
園
喜
一
郎
　
関
太
一
　
安
武
啓
揮
〈
港
湾
局
技
術
部
企
画
課
〉

遠
藤
包
嗣
〈
計
画
局
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
部
建
設
課
〉

金
田
孝
之
〈
計
画
局
計
画
部
都
市
計
画
課
街
路
計
画
係
長
〉

外
に
求
め
る
関
係
上
と
、
広
大
な
土
地
を
比
較

的
容
易
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
か

ら
、
臨
海
部
に
大
規
模
な
工
業
地
帯
が
民
間
資

本
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
き
た
。
特
に
背
後
に

大
消
費
地
を
擁
し
、
経
済
、
文
化
の
中
心
で
あ

る
東
京
湾
、
大
阪
湾
等
の
大
都
市
圏
に
集
中
的

に
海
面
埋
立
に
よ
る
工
業
地
帯
が
造
成
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
臨
海
部
開
発
は
国
と

民
間
資
本
に
よ
る
経
済
性
追
求
の
場
と
し
て
積

極
的
に
開
発
整
備
さ
れ
、
埋
立
地
は
港
湾
機
能

と
工
業
機
能
を
中
心
と
し
た
、
直
接
的
に
市
民

が
接
触
す
る
機
会
の
少
な
い
閉
鎖
的
な
特
殊
な

空
間
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年

臨
海
部
開
発
の
も
た
ら
す
環
境
汚
染
、
交
通
量

の
増
加
、
危
険
性
の
増
大
等
の
外
部
不
経
済
が

大
き
く
背
後
都
市
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
く
わ
え
て
、
都
市
へ
の
急
激
な

人
口
集
中
、
産
業
集
中
に
伴
う
住
宅
、
交
通
、

環
境
悪
化
な
ど
の
都
市
問
題
が
深
刻
化
す
る
に

つ
れ
て
、
臨
海
部
を
そ
の
解
決
の
場
と
し
て
利

用
し
た
い
と
す
る
要
請
が
強
く
な
っ
て
き
て
い

る
と
と
も
に
、
海
の
も
つ
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な

自
然
景
観
や
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
対
す

る
認
識
が
高
ま
り
、
海
岸
線
は
市
民
の
貴
重
な

財
産
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
広
く
社
会
に
浸
透

し
て
き
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
六
年
の
港
湾
法
の
制
定
に
よ
り
、

港
湾
は
、
そ
れ
に
最
も
身
近
か
な
利
害
を
も
つ

地
方
住
民
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
港
の
業
務
は

地
方
住
民
の
代
表
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
行

う
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は

い
ま
だ
に
港
湾
は
「
国
の
営
造
物
」
で
あ
る
と

の
意
識
が
強
く
、
港
湾
計
画
か
ら
管
理
運
営
に

至
る
ま
で
国
の
考
え
方
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
方
に
お
い
て
、
港
湾
管

理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
港
湾

に
対
す
る
明
確
な
位
置
づ
け
、
港
湾
整
備
の
方

向
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
も

思
わ
れ
る
。
横
浜
市
が
港
湾
管
理
者
と
な
っ
て

四
半
世
紀
、
現
在
、
横
浜
港
を
と
り
ま
く
環
境

は
大
き
く
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
前
述
し

た
よ
う
な
諸
々
の
要
請
や
港
湾
整
備
運
営
に
か

か
わ
る
財
政
上
の
問
題
、
地
域
社
会
、
経
済
と

の
か
か
わ
り
、
都
市
構
造
上
の
問
題
な
ど
解
決

一



を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
問
題
が
山
積
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
今
ま
で
の
よ
う

な
個
々
の
地
区
に
対
す
る
施
設
計
画
の
範
躊
で

は
解
決
を
図
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
は
な

く
、
広
く
総
合
的
な
臨
海
部
空
間
の
利
用
に
対

す
る
方
針
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
過
去

現
在
お
よ
び
将
来
に
わ
た
っ
て
横
浜
港
は
横
浜

の
一
つ
の
核
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事

実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
将
来
に

お
け
る
横
浜
港
の
あ
る
べ
き
姿
、
限
り
あ
る
横

浜
の
水
面
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
っ
た
ら

よ
い
か
と
い
う
方
向
性
を
わ
れ
わ
れ
な
り
に
考

え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

ニ

計
画
の
考
え
方

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
港
湾
を
と
り
ま

く
状
況
は
複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
山
積
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
方
向
性
を
探
る

た
め
、
こ
こ
で
は
人
的
行
為
と
し
て
の
「
計
画
」

の
概
念
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
今
後
の

水
面
利
用
計
画
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
き
た

い
○

(
一
)
　
人
間
の
行
為
と
し
て
の
計
画

　
計
画
と
い
う
言
葉
は
広
く
使
用
さ
れ
て
お

り
、
言
葉
の
重
み
、
イ
メ
ー
ジ
も
極
め
て
多
様

で
あ
る
。
た
と
え
ば
財
政
計
画
、
都
市
計
画
、

家
族
計
画
等
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
計
画
」
を
人

間
の
行
為
と
し
て
定
義
し
て
み
る
と
、
お
そ
ら

く
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
問
題
解
決
、
欲
望
充
足
の
た
め
の
将
来
行
動

　
の
青
写
真
で
あ
る
。
従
っ
て
将
来
の
自
己
、

　
自
己
を
と
り
ま
く
環
境
と
い
う
も
の
が
予
測

　
さ
れ
て
い
る
。

②
こ
の
予
測
、
計
画
行
為
は
す
べ
て
の
生
物
、

　
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
た
機
械

　
が
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
予
測
↓
計

　
画
」
だ
け
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
現
象
的

　
に
は
人
間
の
場
合
、
時
間
的
に
も
長
々
期
で

　
あ
り
、
条
件
も
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
人
間

　
は
「
予
測
や
計
画
」
を
思
考
す
る
た
め
言
語
と

　
い
う
道
具
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
計

　
画
の
歴
史
は
言
語
の
歴
史
と
同
じ
で
あ
る
。

③
予
測
・
計
画
行
為
が
人
間
に
と
っ
て
、
他
の

　
生
物
や
機
械
と
本
質
的
に
異
な
る
の
は
。
「
人

　
間
が
自
分
自
身
を
認
識
し
て
い
る
」
（
注
）
こ

　
と
で
あ
り
、
ま
た
「
言
語
を
駆
使
し
て
観
念

　
と
観
念
を
組
み
合
せ
、
想
像
の
世
界
で
自
由

　
に
予
測
や
計
画
を
行
う
」
こ
と
で
あ
る
。

　
注
　
自
分
自
身
の
認
識
は
、
自
分
を
と
り
ま

　
　
く
環
境
の
中
で
行
な
わ
れ
る
。
自
己
と
環

　
　
境
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
観

　
　
念
が
生
れ
、
観
念
か
表
現
す
る
も
の
と
し

　
　
て
言
語
が
あ
る
。

(
ニ
)
　
計
画
行
為
の
社
会
性

　
計
画
の
定
義
を
(
一
)
で
行
っ
た
が
、
こ
こ
で
は

計
画
行
為
を
行
う
人
間
の
社
会
性
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。

　
人
間
は
自
己
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
と
い

う
点
て
他
の
動
物
と
異
な
る
が
、
食
住
を
必
要

と
す
る
点
で
は
動
物
そ
の
も
の
で
あ
る
。
万
物

の
創
造
主
た
る
神
で
は
な
い
人
間
は
自
然
を
利

用
し
な
が
ら
生
き
る
。
そ
の
場
合
、
道
具
を
使

い
、
他
の
人
間
と
共
同
で
働
く
。
道
具
は
生
産

力
の
基
礎
で
あ
り
、
共
同
で
働
く
こ
と
は
社
会

形
態
の
基
礎
で
も
あ
る
。
生
産
力
と
社
会
形
態

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
い
手
で
あ
る
人
間
を
通
し

て
互
い
に
影
響
す
る
。
つ
ま
り
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

ー
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ー
の
関
係
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
計
画
行
為
を
行
う
人
間
は
自
然

を
利
用
し
て
生
産
す
る
人
間
で
あ
り
、
社
会
の

構
成
員
で
も
あ
る
。
人
間
と
海
と
の
関
係
で
こ

の
こ
と
を
考
察
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と

が
い
え
る
。

時
代
　
社
会
の
構
成
員
　
　
自
然
の
利
用
方
法

古
代
　
家
族
の
一
員
　
　
　
漁
業

中
世
　
農
民
　
　
　
　
　
　
新
田
の
埋
立

近
代
　
公
務
員
、
企
業
の
職
員
　
物
的
流
通

　
古
代
で
は
計
画
の
主
体
は
個
人
あ
る
い
は
そ

の
家
族
で
あ
り
、
計
画
を
実
施
し
た
場
合
（
家

族
で
魚
を
採
る
）
そ
の
影
響
の
範
囲
も
極
め
て

狭
く
、
計
画
の
内
容
（
ど
こ
で
、
い
つ
、
ど
ん

な
魚
を
採
る
）
も
極
め
て
単
純
で
あ
っ
た
。
し

か
し
時
代
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
計
画
の
主
体
は

社
会
の
各
構
成
員
と
な
り
、
影
響
の
範
囲
も
広

く
な
り
、
内
容
も
複
雑
と
な
っ
て
く
る
。
社
会

が
単
一
の
も
の
で
な
く
な
り
、
極
め
て
多
様
な

階
層
、
階
級
に
分
化
し
、
社
会
の
構
成
員
の
行

動
が
他
の
構
成
員
に
大
き
な
影
響
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
た
め
、
計
画
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
。

計
画
の
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
と
い
う
も
の
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
、
あ
る
価
値
体
系
を
内

包
し
、
統
治
機
構
を
へ
て
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ

る
政
策
が
生
ま
れ
て
く
る
。
一
方
、
計
画
の
複

雑
化
は
、
そ
の
複
雑
な
内
容
を
表
現
す
る
た
め

の
計
画
手
法
を
生
み
出
す
。
図
面
、
模
型
、
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
な
ど
が
そ
う
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
本
来
一
体
で
あ
っ
た
計

画
が
価
値
観
を
中
心
と
す
る
政
策
と
計
画
手
法

を
駆
使
し
た
具
体
的
計
画
と
に
分
化
し
て
く

る
。
こ
の
分
化
の
傾
向
は
公
共
性
の
強
い
―
そ

れ
だ
け
多
数
の
主
体
が
絡
み
合
っ
て
い
る
―
計

画
ほ
ど
著
し
い
。
国
や
自
治
体
の
計
画
が
そ
の

良
い
例
で
あ
る
。

図―１　人間の行為としての計画
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(
三
)
　
政
策
の
条
件

　
政
策
が
価
値
観
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
政
策
た
り
得
る
た
め
の
条
件

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
政
策
、
産
業
政
策
、

経
営
政
策
、
都
市
政
策
等
の
言
葉
か
ら
推
察
す

れ
ば
、
お
そ
ら
く
政
策
の
条
件
と
し
て
次
の
よ

う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

①
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
価
値
感
を
前

　
提
と
し
て
い
る
。

②
政
策
の
内
容
は
物
事
の
基
本
的
態
度
で
あ

　
る
。
従
っ
て
応
用
の
き
く
も
の
で
あ
る
。

③
政
策
は
単
な
る
理
想
や
夢
で
は
な
く
、
実
現

　
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
常
に
そ
れ
が

　
実
施
さ
れ
る
社
会
的
、
自
然
的
諸
条
件
を
考

　
慮
し
て
あ
る
。

④
政
策
は
社
会
に
対
し
て
受
け
身
の
状
態
か
ら

　
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
現
在
あ
る
い
は
将
来

　
の
問
題
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
極

　
め
て
目
的
意
識
的
な
態
度
か
ら
生
ま
れ
て
く

　
る
。

つ
ま
り
要
約
す
れ
ば
「
目
的
意
識
的
な
個
人

・
集
団
が
、
あ
る
価
値
観
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、

問
題
解
決
の
基
本
方
針
を
社
会
的
、
自
然
的
諸

条
件
を
考
慮
し
て
示
し
た
も
の
が
政
策
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
政
策

の
四
条
件
―
目
的
意
識
性
、
価
値
観
、
情
勢
の

認
識
、
問
題
解
決
の
方
法
―
は
、
人
間
で
あ
る

以
上
す
べ
て
の
人
々
が
も
っ
て
い
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
政
策
と
い
う
も
の
を
こ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
政
策
は
、
「
人
間
の
行
為
と
し
て
の

図―２　計画の分化計
画
」
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は
極

め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
目
的
意
識

的
行
動
を
把
え
る
そ
の
場
所
が
異
な
る
だ
け
な

の
で
あ
る
。
政
策
は
「
価
値
観
、
基
本
的
方
向

と
い
う
場
」
で
把
え
、
具
体
的
計
画
は
「
人
と

物
の
組
み
合
せ
、
具
体
性
と
い
う
場
」
で
把
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
計
画
行
為
の
社

会
性
で
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
の
分
化
と
と
も

に
計
画
行
為
は
政
策
と
具
体
的
計
画
に
分
化
す

る
の
で
あ
る
。

(
四
)
　
水
面
利
用
計
画
の
プ
ロ
セ
ス

　
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
複
雑
化
し
た

社
会
で
は
水
面
利
用
計
画
は
港
湾
政
策
を
踏
ま

え
て
策
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
水
面
利
用
計

画
は
、
政
策
の
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
手
法
を
使

用
し
て
策
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
計
画
の

図－3　水面利用計画策定のプロセス
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プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
図
三
に
示
し
た
が
、
以

下
に
簡
単
に
説
明
す
る
。

①
過
去
の
計
画
の
リ
サ
ー
チ

　
「
過
去
の
水
面
利
用
計
画
、
関
連
す
る
都
市

計
画
が
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
、
ど
の
よ
う

な
内
容
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
か
」
を
明
ら

か
に
す
る
。
ま
た
水
面
利
用
計
画
、
都
市
計
画

お
よ
び
民
間
部
門
の
活
動
と
社
会
・
経
済
の
動

向
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

②
現
況
分
析

　
立
場
の
異
な
る
複
数
の
主
体
を
設
定
し
、
各

々
の
主
体
の
問
題
意
識
に
対
応
し
た
分
析
の
視

点
を
設
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
各
々
の
主
体
に

と
っ
て
の
現
状
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

③
シ
ス
テ
ム
分
析

　
①
過
去
の
計
画
の
リ
サ
ー
チ
、
②
現
況
分
析

よ
り
、
過
去
の
実
施
さ
れ
た
水
面
利
用
計
画
、

社
会
・
経
済
の
動
向
、
現
状
の
問
題
点
に
お
け

る
各
々
の
相
互
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。

④
将
来
予
測

　
将
来
の
社
会
・
経
済
動
向
の
予
測
結
果
と
シ

ス
テ
ム
分
析
よ
り
将
来
生
じ
る
水
面
利
用
の
間

題
点
を
予
測
す
る
。

⑤
水
面
利
用
政
策
の
策
定

　
現
状
お
よ
び
将
来
の
問
題
点
を
解
決
し
よ
う

と
す
る
の
が
政
策
の
出
発
点
で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
、
政
策
は
政
策
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
、

政
策
実
施
条
件
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
政
策
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
は
議
会

等
で
定
め
ら
れ
た
与
件
条
件
で
あ
り
、
政
策
実

施
条
件
と
し
て
は
、
法
的
条
件
、
組
織
的
条

件
、
経
済
・
政
治
的
条
件
、
技
術
的
条
件
が
考

え
ら
れ
る
。

⑥
水
面
利
用
計
画
の
策
定

　
政
策
を
受
け
て
計
画
が
策
定
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
駆
使
さ
れ
る
手
法
と
し

て
は
、
景
観
の
評
価
シ
ス
テ
ム
、
環
境
の
ア
セ

ス
メ
ン
ト
、
水
面
利
用
の
純
化
と
保
全
手
法
、

財
政
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
物
的
流
通
量
、
入
港
船
舶
交
通
量
、
自

動
車
交
通
量
の
予
測
手
法
、
物
流
施
設
の
最
適

利
用
（
待
ち
合
せ
理
論
、
在
庫
管
理
）
の
手
法

等
を
駆
使
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
計
画
の
基
本
方
向
を
示
す
た
め
、
以
下
に
お

い
て
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
で

き
る
だ
け
近
づ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

横
浜
港
の
歴
史

(
一
)
開
港
か
ら
明
治
中
期
ま
で

　
幕
府
の
鎖
国
政
策
は
米
艦
隊
の
来
航
に
よ
り

大
き
く
動
揺
し
、
開
港
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

当
時
開
港
の
場
と
し
て
、
神
奈
川
宿
と
横
浜
村

が
候
補
地
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
幕
府
は
江
戸
へ

の
交
通
の
要
路
で
あ
る
神
奈
川
宿
を
さ
け
、
一

漁
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
横
浜
村
に
港
を
つ
く
る

こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
横
浜
港
の
開

港
は
幕
府
の
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

米
国
の
圧
力
に
よ
っ
て
幕
は
開
か
れ
た
と
言
え

る
。

　
天
然
の
良
港
と
し
て
恵
ま
れ
た
横
浜
は
、
諸

外
国
か
ら
築
港
の
要
請
が
高
ま
り
、
港
湾
整
備

事
業
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
整
備
事
業

は
わ
が
国
の
土
木
技
術
が
未
熟
な
た
め
、
英
国

人
Ｈ
・
Ｓ
・
パ
ー
マ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
外
国

人
技
術
者
に
よ
っ
て
手
が
け
ら
れ
た
。

　
こ
の
間
、
政
府
は
東
京
港
計
画
を
検
討
し
て

き
た
が
、
同
一
湾
内
に
位
置
す
る
横
浜
港
に
と

っ
て
も
重
大
関
心
事
で
あ
り
、
市
民
運
動
の
猛

烈
な
東
京
開
港
反
対
に
よ
り
、
政
府
は
こ
の
計

画
を
断
念
し
た
。

(
二
)
明
治
後
期
か
ら
関
東
大
震
災
ま
で

　
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
年
）
政
府
の
港

湾
施
設
拡
張
計
画
に
よ
り
新
港
ふ
頭
の
造
成
が

始
ま
っ
た
。
こ
の
工
事
は
第
一
期
と
第
二
期
と

に
分
け
て
行
わ
れ
た
が
、
政
府
は
資
金
難
を
理

由
に
第
二
期
の
一
部
竣
工
で
打
切
ろ
う
と
し
た

が
、
工
事
の
続
行
を
せ
し
め
た
原
動
力
が
横
浜

市
長
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た
。
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）
四
月
、

横
浜
市
長
と
有
志
に
よ
り
横
浜
貿
易
研
究
会
が

発
足
し
、
さ
ら
に
横
浜
港
改
築
を
含
め
た
市
改

良
期
成
会
を
設
立
、
続
い
て
明
治
三
十
八
年
（
一

九
〇
五
年
）
五
月
、
横
浜
商
業
会
議
所
が
横
浜

港
改
良
計
画
に
対
し
て
市
長
の
参
加
を
要
望
し

政
府
の
資
金
難
で
工
事
が
中
止
さ
れ
れ
ば
、
横

浜
市
の
損
失
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と

の
建
議
書
を
市
長
に
提
出
し
た
。
市
会
の
同
意

を
得
た
市
長
は
市
民
有
志
と
と
も
に
元
老
、
大

臣
等
を
訪
問
し
、
市
民
の
意
志
と
し
て
横
浜
市

が
事
業
費
を
負
担
す
る
こ
と
を
伝
え
て
、
工
事

の
継
続
を
陳
情
し
た
。
こ
の
結
果
横
浜
市
は
第

二
期
拡
張
計
画
以
降
の
計
画
立
案
に
参
画
す
る

こ
と
に
な
り
、
工
事
続
行
を
実
ら
せ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
当
時
は
港
が
地
元
と
密
接
な
関
係
に

あ
り
、
横
浜
の
「
顔
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

(
三
)
震
災
と
復
旧

　
大
正
十
二
年
（
一
九
二
二
年
）
九
月
一
日
、

関
東
一
円
を
襲
っ
た
大
地
震
に
よ
り
、
開
発
以

来
営
々
と
し
て
築
い
て
き
た
港
湾
施
設
は
ほ
と

ん
ど
崩
壊
ま
た
は
灰
燼
に
帰
し
、
被
害
は
甚
大

で
あ
っ
た
。

　
政
府
は
貿
易
の
途
絶
す
る
こ
と
を
憂
え
、
応

急
復
旧
工
事
に
着
手
し
、
官
民
一
致
の
努
力
に

よ
っ
て
昭
和
六
年
(
一
九
三
一
年
）
三
月
、
完

全
な
復
旧
を
み
た
。

(
四
)
戦
前
と
戦
時
中

　
こ
の
時
代
に
横
浜
港
に
と
っ
て
工
業
港
的
性

格
が
加
味
さ
れ
て
来
た
。
即
ち
、
鶴
見
・
生
麦

方
面
に
工
業
地
帯
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
は
横
浜

港
発
展
要
因
の
一
つ
で
あ
り
、
浅
野
総
一
郎
氏

を
は
じ
め
と
す
る
民
間
人
に
よ
る
横
浜
・
東
京

間
に
運
河
を
つ
く
り
、
そ
の
浚
渫
土
砂
に
よ
っ

て
埋
立
て
、
臨
海
工
業
地
帯
と
工
業
港
と
を
築
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造
す
る
と
い
う
一
石
三
鳥
　
の
事
業
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
工
業
港
誕
生
の
背
景
に
は
、
幕
末
か
ら

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
年
）
頃
ま
で
横
浜
港

は
甲
州
、
上
州
、
信
州
な
ど
の
蚕
糸
業
地
帯
を

背
後
に
控
え
て
、
生
糸
輸
出
の
ほ
と
ん
ど
を
独

占
し
、
貿
易
額
は
全
国
の
そ
れ
の
三
分
の
二
を

上
廻
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
二
十
年
代
に

な
る
と
阪
神
地
方
に
紡
績
業
並
び
に
雑
貨
工
業

が
急
速
に
発
展
し
、
そ
れ
に
伴
う
原
料
綿
花
並

び
に
機
械
類
の
輸
入
等
、
近
代
第
二
次
産
業
の

ぼ
っ
興
と
と
も
に
、
第
一
次
産
業
生
産
物
の
上

に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
た
横
浜
港
は
、
次
第
に

そ
の
王
座
を
神
戸
港
に
取
っ
て
替
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
神
戸
港
の
貿
易
が
急
速
に
伸
び

る
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
横
浜
港
で
も
工
業
化

政
策
の
必
要
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　
そ
の
後
政
府
の
大
規
模
工
業
地
帯
造
成
は
国

家
的
重
要
性
が
あ
る
と
す
る
重
化
学
工
業
強
化

育
成
政
策
に
基
づ
き
、
横
浜
は
商
港
（
高
島
、

山
の
内
、
瑞
穂
ふ
頭
）
を
整
備
す
る
と
と
も
に

工
業
地
帯
を
建
設
し
、
港
湾
工
業
都
市
と
し
て

発
展
し
て
行
く
こ
と
と
な
り
、
昭
和
十
六
年
（
一

九
四
一
年
）
に
は
現
在
の
京
浜
臨
海
工
業
地
帯

の
大
部
分
が
完
成
し
、
こ
こ
に
日
本
有
数
の
臨

海
工
業
地
帯
を
形
成
し
た
。

(
五
)
戦
後
か
ら
港
湾
管
理
者
発
足
ま
で

　
接
収
さ
れ
た
横
浜
港
は
連
合
軍
の
軍
船
で
充

満
し
、
海
洋
国
を
誇
っ
た
日
本
船
の
姿
は
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
よ
う
や
く
復
旧

の
兆
が
見
え
始
め
た
の
は
、
、
昭
和
二
十
五
年

　
（
一
九
五
〇
年
）
の
高
島
ふ
頭
の
返
還
さ
れ
た

頃
か
ら
で
あ
る
。

　
と
き
に
、
昭
和
二
十
二
年
連
合
軍
最
高
司
令

部
の
命
に
よ
る
第
八
軍
司
令
部
の
覚
書
が
発
せ

ら
れ
た
。
こ
れ
は
接
収
解
除
を
予
定
し
、
日
本

側
で
の
港
湾
管
理
運
営
体
制
の
あ
り
方
に
関
す

る
助
言
で
あ
り
、
「
港
湾
の
運
営
を
総
合
的
に

調
整
し
、
監
督
す
る
た
め
に
港
湾
管
理
母
体
を

夫
々
港
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
た
内

容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
政
府
は
『
港
湾
運

営
計
画
書
』
を
提
出
し
、
こ
こ
に
初
め
て
地
方

自
治
法
の
意
を
く
み
入
れ
、
港
湾
の
一
元
的
管

理
を
目
的
と
す
る
港
湾
法
の
誕
生
を
見
、
横
浜

市
が
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
年
）
港
湾
管

理
者
と
な
る
に
い
た
っ
た
。

(
六
)
昭
和
三
十
年
代

　
政
府
は
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
年
）
、
貿

易
振
興
を
重
点
課
題
と
す
る
経
済
自
立
五
ヵ
年

計
画
（
三
十
一
年
～
三
十
五
年
）
、
三
十
三
年

　
（
一
九
五
八
年
）
に
新
長
期
経
済
計
画
、
三
十

五
年
（
一
九
六
〇
年
）
に
国
民
所
得
倍
増
計
画

を
発
表
し
、
日
本
経
済
は
欧
米
の
先
進
諸
国
に

も
例
の
な
い
国
民
総
生
産
の
伸
長
を
示
し
、
横

浜
港
取
扱
貨
物
量
も
増
大
し
た
。
こ
れ
に
伴
い

港
湾
整
備
も
物
流
施
設
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。

こ
の
時
代
の
主
た
る
埋
立
は
商
港
と
し
て
の
山

下
ふ
頭
（
埋
立
面
積
四
六
三
、
五
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
、
外
貿
定
期
船
一
〇
バ
ー
ス
）
、
本
牧

ふ
頭
（
埋
立
面
積
六
二
八
、
九
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
、
外
貿
定
期
船
二
〇
バ
ー
ス
）
の
建
設
、

工
業
港
と
し
て
根
岸
湾
の
埋
立
（
面
積
四
、
六

五
三
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
が
、

特
に
根
岸
湾
の
埋
立
に
つ
い
て
は
あ
る
面
で
問

題
を
残
し
た
。

　
そ
れ
は
根
岸
湾
を
埋
立
て
重
化
学
工
業
地
域

と
し
、
貴
重
な
水
際
線
を
民
間
企
業
へ
売
却
し

た
こ
と
で
あ
り
、
鶴
見
・
生
麦
地
区
の
水
際
線

を
含
め
る
と
横
浜
港
の
水
際
線
の
半
分
は
民
間

所
有
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

欧
米
の
港
湾
は
水
際
線
を
管
理
者
が
所
有
し
て

い
る
こ
と
と
大
変
な
違
い
で
あ
り
、
将
来
の
港

湾
計
画
等
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
七
)
昭
和
四
十
年
代
か
ら
現
在
ま
で

　
昭
和
四
十
年
代
は
横
浜
港
に
と
っ
て
二
つ
の

大
き
な
出
来
事
が
起
っ
た
。
一
つ
は
昭
和
四
十

二
年
、
外
貿
埠
頭
公
団
法
が
制
定
施
行
さ
れ
て
、

京
浜
外
貿
埠
頭
公
団
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
公
団
設
立
の
構
想
は
、
港
湾
管
理
者

の
財
源
軽
減
、
公
共
ふ
頭
の
有
効
利
用
（
特
に

後
述
す
る
コ
ン
テ
ナ
バ
ー
ス
）
お
よ
び
緊
急
性

の
あ
る
事
業
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
今
日
の
公
団
バ
ー
ス
に
つ
い
て

み
ろ
と
必
ず
し
も
有
効
利
用
さ
れ
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
。
ま
た
公
団
は
定
期
船
航
路
の
み
扱

う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
不
定
期
船

が
接
岸
（
東
京
湾
）
す
る
時
も
あ
り
、
公
共
バ

ー
ス
と
公
団
バ
ー
ス
と
の
競
合
さ
え
生
し
て
き

て
い
る
。
こ
の
た
め
当
初
の
目
的
と
は
異
な
り
。

国
が
公
団
を
媒
体
と
し
て
港
湾
の
管
理
権
に
介

入
し
、
一
つ
の
港
湾
に
二
つ
の
管
理
権
者
が
居

る
と
い
う
極
め
て
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
生

み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
海
運
の
物
流
革
新
に
よ
る
コ
ン

テ
ナ
船
等
の
出
現
で
あ
る
。
コ
ン
テ
ナ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
急
速
に
発
達
し
て

き
た
理
由
は
、
コ
ン
テ
ナ
輸
送
は
在
来
船
輸
送

と
比
較
し
た
場
合
、
①
大
型
荷
役
機
械
に
よ
っ

て
少
数
の
技
術
作
業
員
に
よ
り
一
度
に
大
量
の

生
産
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
。
②
荷
役
時

間
の
高
速
化
に
よ
り
碇
泊
時
間
の
短
縮
が
で
き

る
。
③
あ
る
程
度
は
雨
雪
時
に
お
い
て
も
荷
役

が
可
能
で
あ
る
等
、
船
社
に
と
っ
て
は
数
多
く

の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
管
理

者
に
対
す
る
影
響
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
。

　
①
船
の
大
型
化
に
対
し
て
の
バ
ー
ス
が
必
要

　
②
大
型
の
荷
役
機
械
の
設
置

　
③
岸
壁
の
直
背
後
に
広
大
な
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー

　
　
ド
が
必
要

　
④
海
陸
一
貫
輸
送
の
た
め
背
後
道
路
網
の
整

　
　
備こ

の
コ
ン
テ
ナ
船
の
出
現
は
、
今
ま
で
の
ふ
頭

形
態
と
は
異
な
っ
た
も
の
を
要
求
し
、
本
牧
ふ

頭
の
計
画
変
更
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
コ
ン
テ
ナ

船
用
に
三
バ
ー
ス
を
計
画
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
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次
に
四
十
年
代
の
主
な
事
業
に
つ
い
て
み
る

な
ら
ば
金
沢
木
材
港
建
設
と
金
沢
地
先
都
市
再

開
発
用
地
造
成
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昭
和
四
十
二
年
に
発
表
さ
れ
た
金
沢
木
材
港
計

画
は
、
既
設
の
新
山
下
貯
木
場
が
木
材
輸
入
量

の
増
加
に
対
処
し
き
れ
な
く
な
っ
て
来
た
こ
と

と
山
下
ふ
頭
と
本
牧
ふ
頭
と
に
は
さ
ま
れ
入
港

船
舶
の
増
加
に
よ
る
船
舶
交
通
の
混
雑
の
た

め
、
立
地
条
件
と
し
て
は
最
悪
と
な
っ
て
き
た

た
め
で
あ
る
。
こ
の
計
画
は
港
湾
施
設
だ
け
で

な
く
、
背
後
に
加
工
生
産
工
業
を
立
地
さ
せ
、

近
代
的
な
総
合
木
材
セ
ン
タ
ー
を
設
け
、
そ
こ

に
市
内
の
中
小
零
細
企
業
を
誘
致
し
育
成
ず
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
規
模
が
小
さ
い
こ

と
、
木
材
輸
入
が
原
木
か
ら
製
材
に
変
っ
て
き

て
い
る
こ
と
、
船
型
の
大
型
化
が
著
る
し
い
こ

と
、
企
業
移
転
資
金
の
不
足
な
ど
多
く
の
問
題

を
生
み
出
し
た
計
画
で
は
あ
っ
た
が
、
港
湾
計

画
に
地
域
的
課
題
を
取
り
入
れ
た
こ
と
は
評
価

に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
金
沢
地
先
埋
立
事
業
は
、
本
市
の
六
大
事
業

の
一
つ
で
あ
り
、
〝
近
代
的
都
市
の
建
設
〟
と

い
う
視
点
に
立
却
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
都
市

工
業
の
近
代
化
」
、
「
都
心
部
強
化
」
、
「
都

市
環
境
の
向
上
」
、
「
都
市
緑
地
の
回
復
」
と

い
う
四
つ
の
基
本
理
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本

市
自
身
が
内
包
し
て
い
る
都
市
問
題
を
積
極
的

に
解
決
し
て
行
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
過

去
の
埋
立
事
業
の
問
題
点
を
認
識
し
、
反
省
す

る
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
再
開
発
計
画
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
言
え
ば
、
昭
和
四

十
三
年
（
一
九
六
八
年
）
か
ら
始
ま
っ
た
横
浜

港
内
の
再
開
発
事
業
は
、
地
方
自
治
体
の
自
治

体
政
策
の
出
発
点
と
言
え
る
。

　
現
在
、
横
浜
港
で
は
本
牧
ふ
頭
地
先
の
廃
棄

物
埋
立
事
業
と
大
黒
ふ
頭
建
設
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
廃
棄
物
埋
立
事
業
（
六
十
四
ヘ
ク
タ
ー

ル
）
は
、
都
市
人
口
の
増
加
に
よ
る
家
庭
ゴ
ミ

等
の
一
般
廃
棄
物
の
処
理
場
が
内
陸
だ
け
で
は

不
足
す
る
た
め
、
唯
一
の
処
理
場
と
し
て
海
に

求
め
ら
れ
て
来
た
結
果
で
あ
る
。
そ
の
埋
立
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
さ
は
今
後
の
港
湾
計
画
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
す
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
大
黒
ふ
頭
は
、
近
代
的
な
ふ
頭
計
画
で
あ

り
将
来
の
横
浜
港
最
大
の
ふ
頭
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
埋
立
面
積
三
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
二
期
計

画
を
含
む
）
で
、
公
団
コ
ン
テ
ナ
五
バ
ー
ス
、

公
団
ラ
イ
ナ
ー
一
一
バ
ー
ス
、
公
共
バ
ー
ス
九

バ
ー
ス
（
う
ち
内
貿
四
バ
ー
ス
）
、
そ
の
他
に

も
森
林
公
園
を
は
じ
め
と
す
る
緑
地
が
計
画
さ

れ
て
お
り
、
今
ま
で
の
公
共
ふ
頭
に
は
み
ら
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
黒
ふ
頭
計
画
は
当
初
、

第
一
期
工
事
は
昭
和
五
十
三
年
完
成
、
第
二
期

工
事
は
昭
和
五
十
五
年
完
成
を
目
標
と
し
て
い

た
が
、
昭
和
四
十
八
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ

る
日
本
経
済
の
減
速
成
長
へ
の
移
行
に
よ
り
、

現
在
は
昭
和
六
十
年
完
成
を
予
定
し
て
い
る
。

　
以
上
横
浜
港
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た

が
、
横
浜
港
は
今
後
の
開
発
空
間
も
限
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
三
ペ
ー
ジ
へ
つ
づ
く
）

横浜市臨海部開発の変遷表－1
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安政５年６月
　　(1858)
安政６年６月

明治13年

明治21年

明治32年

大正２年

大正10年

大正12年

昭和２年

昭和20年８月

日米修好通商条約の調印

横浜開港

埋立工事の進展

パーマー計画の策定
　(第一期築港工事)

港湾施設拡張計画
　(第二期築港工事)

臨海工業用地の造成本格化

鶴見埋立組合の設立

横浜港修築計画
　(第三期築港工事)

関東大震災
震災復旧工事

工業用地造成工事の進展

終戦、連合軍による占領接

収

横浜開港を翌年６月と規定する。

幕府は運上所(現在の神奈川県庁附近)を設置するとともに、東・西
波止場を築造する。

開港以後、この年までに約llOhaの埋立を行ない、外人居留地、病院
競馬場、公園等を整備する。横浜生糸改会社の設立(明治６年)、茶貿
易の隆盛、三菱汽船による定期航路の開設(明治８年)等により横浜港
貿易は大いに伸長した。

内務省顧問、英人H. S.パーマーらの指導により、横浜港修築計画を
決定、本格的築港の時期へ､防波堤、泊地、鉄桟橋(現在の大桟橋)の
建設に着手、明治29年に工事竣功。

新港ふ頭の造成、上屋、倉庫、起重機、鉄道、道路等の整備。

この計画により、新たに岸壁1117m、埋立地23haを造成する。大正６
年に竣功、総工事費約10, 500千円(内横浜市負担2,700千円)

全国貿易額に占める横浜港のシェアー輸出54％、輸入33％

工業港の基盤をなす京浜工業地帯の造成は、鶴見埋立組合(後会社変
更)が、大正２年９月鶴見・川崎の地先海面約500 haの埋立許可を得

たことから本格化した。進出会社は電気、石油、造船等の近代的工業
群であった。工場用地を臨海部に造成し、工業を誘致しようとする施

策は、横浜港発展のために、工業地との連結が不可欠であるとの当時
の時代的要請でもあった。昭和３年迄に竣功。

港勢に対応するため、外貿施設としての瑞穂ふ頭、内貿施設としての
山の内、高島ふ頭の建設に着手。途中、震災により中断、工事は、昭
和20年に竣功。

大正12年９月１日の大震災のため横浜港は、潰滅的打撃をこうむる。
港湾施設のみならず、横浜港を支えた経済取引機構の変化を生じ、外
国貿易港としてのトップの座を神戸に明け渡す転機ともなった。震災
で破壊された、防波堤、岸壁、護岸、橋梁及び大桟橋の復旧工事は、
内務省の手で速やかに着手され、大正14年にほぼ完了している。

民間埋立とともに、県、市による埋立事業が施行される。神奈川・鶴
見区地先海面の埋立及び扇島地区の埋立、造成面積約120 ha、昭和20
年迄に竣功。

戦災による被害とその後の連合軍の進駐により港湾施設の90％以上が

接収され、港湾機能は、マヒ状態となる。
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昭和25年４月

昭和25年５月

昭和27年

昭和28年

昭和31年４月

昭和32年３月

昭和33年４月

昭和36年３月

昭和42年８月

昭和42年９月

昭和43年

昭和45年12月

昭和46年

昭和48年

昭和51年

接収港湾施設一部解除

港湾法の成立

緊急整備３ヶ年計画

横浜港拡張計画

第１次横浜港港湾計画
　(経済自立５ヶ年計画)

横浜港港湾区域の変更

横浜港港湾計画改訂
　(新長期経済計画)
横浜港港湾計画改訂
　(国民所得倍増計画)

　｢外貿埠頭公団法｣の制定

横浜港港湾計画第２次改訂

第３次港湾整備５ヶ年計画
　(経済社会発展計画)

工業用地造成

第４次港湾整備５ヶ年計画
　(新経済社会発展計画)

港湾法の改正

第５次港湾整備５ヶ年計画

高島ふ頭一号桟橋が接収解除となり、横浜港再生り第一歩を歩み出す。
接収期間が５年にも及んだ為、商取引は東京中心となり、横浜の商社
は弱体化する。
連合国総司令部の示唆により、民主的港湾管理主休の設置を図る港湾
法の成立により、横浜市が翌26年６月横浜港の港湾管理者となる。
接収中のふ頭の代替施設として出田町ふ頭、高島ふ頭３号桟橋の築造
を図る。昭和29年に竣功。
昭和27年４月講和条約発効以前に、新港、瑞穂ふ頭を除く施設は、接収
解除を見たが、特に瑞穂ふ頭については、安保条約により米軍の無期
限使用施設となる。このため、その代替として、山下ふ頭の建設が決
定、工事に着手する。　　
昭和30年に入り、貿易振興を課題とする政府の「経済自立５ヶ年計画」
に基づき、港湾法により新たに設置された港湾審議会の議を経て、横浜
港港湾計画が策定され、山下ふ頭、出田町ふ頭の増強整備が図られた。
それと同時に、大黒町の埋立工事に着手した。埋立造成面積約95ha、
竣功昭和37年。
本牧岬より北側水域に限られていた港湾区域を根岸湾を含む、金沢区
小柴崎の線まで拡大し、現在の港湾区域が設定された。

経済、産業の復興に伴なう、輸出貨物の増加、エネルギー資源確保のた
めの港湾整備が図られる。根岸湾埋立が始まる第１期364ha（S34～40）
昭和36年に始まる「国民所得倍増計画」により、港湾整備緊急措置法
に基づく「第１次港湾整備５ヶ年計画」（S36～40）が定められ、船
混み解消のため、本牧ふ頭造成計画が決定された。同時に、本牧ふ頭
関連産業用地と根岸湾第２期埋立事業が計画決定された。
本牧ふ頭15,000D/W　20バース　186ha （S38～42）本牧ふ頭関連
産業用地340ha （S38～43）　根岸湾埋立第２期　249ha（S 36～45）
港湾施設建設にかける資金の軽減と施設の効率的運用を図る目的で
　「外貿埠頭公団」を設置したが、港湾管理面で新たな問題を生む結果

　となる。
　京浜外貿埠頭公団の成立、コンテナ輸送という物流革新の進展に伴い
　昭和50年を目標とした新たな港湾計画が策定された。本牧ふ頭の法線
　変更、大黒ふ頭（面積186ha）、金沢地区埋立（462ha）事業等の計画策
　定がなされた。また、金沢木材港や大黒町船舶廃油処理施設が、環境
　整備という新たな視点で計画された。
　改訂港湾計画に基づき、昭和43年から47年を計画期間とする第３次５
　ヶ年計画が策定され、本牧ふ頭等の建設を進めるとともに、金沢地区埋
　立事業に着手する。また、建材、木材等の公共専門ふ頭の整備を始める。
　扇島地先水面429ha（内横浜側188ha）の埋立計画が策定され、民間の
　手により埋立が行なわれる。　　　　　　十
　港湾取扱い貨物量の伸びは予想を上回わるものであったため、第３次
　５ヶ年計画の最終年度を待たず、昭和46年から50年を計画期間とする
新たな港湾整備５ヶ年計画が策定された。新たに、大黒ふ頭の埋立に

着手するとともに、新港ふ頭の再整備を図る。
港湾の環境の保全、港湾の計画的な開発、利用及び保全の体制の確立を
図るため、港湾法の一部改正が行なわれ、港湾において緑地等の港湾環
境整備施設、廃棄物処理施設等の整備を推進することとなった。これ
により横浜港においても、緑地､廃棄物処理施設、沈廃船処理等の事業

を港湾事業として行なうこととなる。
昭和51年から55年を計画期間とする第５次港湾整備５ヶ年計画に基づ
き現在、大黒ふ頭の整備、廃棄物処理施設等の整備を進めている。
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