
特
集
・
横
浜
の
文
化
と
行
政
⑤

地
域
文
化
の
芽

こ
れ
か
ら
の
横
浜
文
化
を
考
え
る
と
き
、
近
年
の
人
口
急
増
で
郊
外
に

定
着
し
て
き
た
新
し
い
市
民
の
役
割
は
大
き
い
。
各
地
域
で

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
地
域
活
動
の
な
か
か
ら
、
新
し
い
文
化
形
成
の

芽
が
現
れ
始
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
み
て
み
よ
う
。

地
域
文
化
と
は
何
か

　
な
ぜ
地
域
文
化
が
問
題
に
な
る
の
か
。
そ
れ

は
、
民
衆
が
そ
の
生
活
の
場
か
ら
自
覚
的
に
歴

史
を
つ
く
り
営
為
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
、

と
考
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
営

為
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
、
然
ら
ざ

る
も
の
と
は
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

も
な
る
わ
け
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
す
じ
道

を
の
べ
る
に
は
与
え
ら
れ
た
紙
数
を
か
こ
た
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
な
り
に
、
い
さ
さ
か
図

式
的
展
開
に
よ
っ
て
思
う
と
こ
ろ
を
の
べ
る
こ

と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

横
浜
市
大
文
理
学
部
教
授
　
越
智
　
昇

　
　
つ
く
れ
な
か
っ
た
「
内
な
る
文
明
」

　
文
化
が
歴
史
に
ど
う
か
か
わ
っ
た
か
を
論
じ

た
学
者
は
少
く
な
い
け
れ
ど
も
、
な
か
で
も
Ｍ

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
光
っ
て
い
る
。
か
れ
が
、
な

ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
み
資
本
主
義
の
歴
史
が
発

生
し
え
た
の
か
を
論
じ
て
、
そ
れ
が
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
倫
理
観
に
強
く
影
響
さ
れ
た
面
が

あ
る
こ
と
を
論
証
し
だ
の
は
有
名
な
も
の
だ
っ

た
。
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
純
粋
な
人
間
、
普
遍

的
な
人
間
と
い
う
人
間
像
が
形
成
さ
れ
、
そ
の

人
間
は
神
の
召
命
と
し
て
の
職
業
倫
理
を
も

地
域
文
化
と
は
何
か
―
越
智
　
昇

地
域
文
庫
―
長
崎
源
之
助

い
ず
み
文
庫
の
八
年
間
―
茂
木
瑠
理
子

福
祉
活
動
―
簡
　
照
子

自
主
幼
稚
園
―
編
集
部

ひ
ま
わ
り
幼
児
教
室
―
田
中
佳
子

ミ
ニ
コ
ミ
―
編
集
部

つ
。
こ
の
職
業
の
エ
ー
ト
ス
が
内
面
倫
理
と
し

て
資
本
主
義
の
形
成
に
あ
ず
か
っ
た
と
み
た
。

で
は
な
ぜ
東
洋
で
は
そ
う
し
た
資
本
主
義
の
歴

史
が
発
生
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
、
東
洋
文
化
は
儒
教
に
典
型
的
に
み
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
外
面
倫
理
に
支
配
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
み
て
い
た
。
ウ
ェ
ー
バ

ー
は
決
し
て
、
生
産
力
の
発
展
を
否
定
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
大
塚
久
雄
風
に
い
え
ば
複
眼
主

義
だ
が
、
と
に
か
く
こ
こ
で
は
、
資
本
主
義
論

争
が
目
的
で
は
な
い
。
文
化
が
歴
史
形
成
に
重

く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
内
面
倫

理
と
し
て
か
か
わ
る
意
義
を
例
示
し
た
ま
で
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
東
洋
の
一
国
日
本
は
封
建
社
会

の
武
士
支
配
の
も
と
で
、
武
士
社
会
秩
序
の
文

化
と
し
て
の
儒
教
的
外
面
倫
理
を
強
く
持
っ
て

い
た
の
は
た
し
か
だ
が
、
果
し
て
そ
れ
だ
け
か
。

明
治
政
権
が
富
国
強
兵
を
国
是
と
し
て
資
本
主

義
的
中
央
集
権
国
家
の
急
造
を
は
か
っ
た
さ

い
、
か
の
福
沢
諭
吉
は
「
文
明
論
之
概
略
」
の

な
か
で
、
基
本
的
に
は
賛
成
し
な
が
ら
も
、
政

府
が
西
欧
の
「
外
な
る
文
明
」
を
と
り
入
れ
る

に
急
で
、
西
欧
人
が
機
械
や
制
度
な
ど
の
文
明

を
自
力
で
起
し
て
き
た
内
面
的
な
文
化
と
し
て

の
「
内
な
る
文
明
」
を
と
り
入
れ
る
こ
と
を
忘

れ
て
い
る
と
批
判
し
、
む
し
ろ
「
内
な
る
文
明
」

を
先
に
と
り
入
れ
る
べ
き
だ
、
と
主
張
し
た
。

同
じ
よ
う
な
趣
旨
で
、
明
治
末
年
に
は
夏
目
漱

石
も
、
日
本
の
文
化
が
深
み
に
お
い
て
形
成
さ

れ
ず
に
、
「
た
だ
う
わ
す
べ
り
に
す
べ
っ
て
い

る
」
と
嘆
く
講
演
を
し
て
い
た
。
近
代
日
本
の
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都
市
で
は
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た

豪
華
け
ん
ら
ん
た
る
「
文
化
」
が
充
満
し
て
き

た
よ
う
に
み
え
て
、
そ
の
実
は
こ
れ
ら
識
者
の

批
判
に
反
証
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
自
前
の
新
し
い
「
内
な
る
文

明
」
、
「
内
面
倫
理
」
を
確
立
し
え
な
い
ま
ま

に
、
「
文
明
国
日
本
」
は
、
武
士
社
会
の
支
配

倫
理
＝
儒
教
倫
理
を
焼
き
直
し
て
天
皇
制
下
の

秩
序
確
立
の
た
め
の
文
化
原
理
と
し
て
あ
ま
ね

く
国
民
教
化
を
す
す
め
た
の
だ
っ
た
。

　
果
し
て
そ
れ
だ
け
か
？
　
と
さ
き
に
自
問
し

て
お
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
実

は
、
日
本
社
会
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
特
定
の
「
内

面
倫
理
」
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
見
解

だ
。
何
か
。
そ
れ
は
伝
統
的
農
民
の
地
域
社
会

で
作
り
上
げ
て
き
た
も
の
だ
。
農
民
は
た
え
ず

支
配
者
の
収
奪
に
お
び
や
か
さ
れ
な
が
ら
、
篤

農
型
相
互
扶
助
の
倫
理
を
身
に
つ
け
て
き
た
。

信
心
と
一
体
に
な
っ
た
没
個
性
的
な
こ
の
倫
理

が
そ
こ
に
閉
鎖
的
な
「
世
間
」
を
つ
く
り
出
し

た
。
と
こ
ろ
で
、
都
市
の
資
本
主
義
的
成
長

は
、
こ
の
農
民
の
内
面
倫
理
を
農
は
「
国
の
本

な
り
」
と
し
て
引
き
出
し
、
低
賃
金
労
働
力
と

し
て
、
ま
た
、
滅
私
奉
公
の
倫
理
に
す
り
か
え

て
食
い
つ
ぶ
し
て
き
た
の
だ
。
明
治
以
来
の
富

国
強
兵
の
歴
史
は
こ
の
文
化
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
農
民
が
そ
の

地
域
社
会
で
形
成
し
た
文
化
が
巧
妙
に
利
用
さ

れ
食
い
つ
ぶ
さ
れ
た
結
果
、
日
本
の
政
治
経
済

の
隆
盛
と
悲
劇
と
な
っ
た
一
面
を
み
る
。
し
か

し
そ
れ
は
農
民
の
責
任
で
は
な
い
。

文
化
と
し
て
の
民
主
主
義

創
出
の
苦
し
み

　
わ
れ
わ
れ
は
民
主
主
義
の
時
代
を
む
か
え
て

す
で
に
三
〇
年
を
超
え
た
。
し
か
し
な
が
ら

　
「
文
化
と
し
て
の
民
主
主
義
」
を
ど
れ
だ
け
内

実
化
し
え
た
か
。
む
し
ろ
、
欲
望
の
お
も
む
く

ま
ま
に
個
人
あ
る
い
は
マ
イ
ホ
ー
ム
の
発
展
を

謳
歌
し
て
き
た
き
ら
い
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と

が
、
い
つ
で
も
管
理
社
会
化
の
波
に
呑
ま
れ

て
、
不
知
不
識
の
う
ち
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
加
担

す
る
可
能
性
を
増
殖
し
て
き
た
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
間
、
実
際
に
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、
労
働
組
合
や
知
識
人
、
文
化
人
た
ち
が
先

進
的
に
危
機
を
叫
び
、
勇
敢
に
対
処
し
て
世
論

を
リ
ー
ド
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か

し
過
去
十
年
来
、
あ
る
い
は
も
っ
と
前
か
ら
、

た
だ
の
市
民
・
住
民
が
生
活
の
論
理
を
確
立
し

よ
う
と
し
て
地
道
に
動
き
、
そ
の
質
が
今
や
新

し
い
時
点
に
ま
で
高
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
動
き
を
個
別
的
・
微
視
的
に
み
れ
ば
、
た
し

か
に
、
浅
い
次
元
で
の
地
域
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と

か
、
偏
狭
な
党
派
的
主
張
と
み
ら
れ
な
い
こ
と

も
な
い
が
、
文
化
と
し
て
の
民
主
主
義
を
生
活

の
場
か
ら
創
出
す
る
過
程
と
い
う
、
普
遍
的
・

巨
視
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か
に
位
置

づ
け
て
み
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

　
横
浜
市
の
よ
う
に
、
国
の
高
度
経
済
成
長
の

波
を
強
烈
に
受
け
た
都
市
で
は
、
伝
統
的
な
地

域
生
活
に
無
縁
な
新
市
民
層
が
急
増
し
て
、
個

別
地
域
課
題
と
し
て
、
住
む
身
に
な
れ
ば
の
っ

ぴ
き
な
ら
な
い
都
市
問
題
が
激
増
し
て
き
た
。

そ
こ
へ
業
者
が
目
を
つ
け
て
利
潤
追
求
の
チ
ャ

ン
ス
を
求
め
、
行
政
は
不
当
に
制
約
さ
れ
た
自

治
権
と
限
ら
れ
た
財
政
規
模
の
な
か
で
、
全
市

的
課
題
と
個
別
課
題
の
調
整
に
い
ら
だ
っ
て
き

た
。
横
浜
市
民
に
と
っ
て
の
、
文
化
と
し
て
の

民
主
主
義
を
創
出
す
る
生
活
の
論
理
は
、
い
や

で
も
大
方
は
、
こ
う
し
た
状
況
と
か
か
わ
り
、

そ
れ
を
自
主
的
に
突
破
す
る
な
か
か
ら
生
成
さ

れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化

を
生
む
者
は
、
ま
さ
に
地
域
住
民
で
あ
る
。
そ

れ
は
必
ず
し
も
安
産
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
行

政
や
諸
団
体
は
、
こ
の
産
婦
住
民
と
共
に
陣
痛

を
苦
し
み
、
文
化
出
産
の
条
件
整
備
に
あ
た
る

役
割
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　
　
生
活
の
場
に
自
治
定
着
の
芽

　
私
が
単
純
に
住
民
運
動
を
礼
讃
し
て
い
る
の

で
な
い
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
い
い
た
か
っ

た
こ
と
を
小
括
す
れ
ば
こ
う
な
る
。
い
わ
ゆ
る

「
近
代
」
日
本
で
は
、
か
っ
て
の
農
民
が
長
い

長
い
〝
農
〟
を
生
き
る
地
域
生
活
の
中
か
ら
作

り
だ
し
た
「
内
面
倫
理
」
と
し
て
の
文
化
を
食

い
つ
ぶ
し
な
が
ら
、
支
配
秩
序
と
し
て
の
、
生

活
の
場
に
根
づ
か
な
い
「
外
面
倫
理
」
を
強
要

し
て
き
た
が
、
さ
て
、
民
主
化
の
三
〇
年
余
、

本
当
に
民
衆
の
生
活
文
化
が
ど
れ
ほ
ど
積
み
上

げ
ら
れ
て
き
た
か
。
昭
和
三
〇
年
前
後
に
高
ま

っ
た
小
都
市
周
辺
で
の
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
（
「
生

活
記
録
」
や
「
話
あ
い
」
、
「
歌
声
運
動
」
。

　
「
生
活
改
善
運
動
」
な
ど
）
は
、
高
度
経
済
成

長
、
政
治
・
文
化
の
中
央
集
権
化
、
マ
ス
コ
ミ

の
発
達
に
よ
る
消
費
文
化
と
疑
似
環
境
の
拡
大

な
い
し
は
画
一
化
、
欲
望
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の

増
幅
に
、
も
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
て
消
え
細
り
、

他
方
、
大
都
市
に
む
け
て
の
人
口
の
大
移
動
に

よ
っ
て
根
無
し
草
の
も
だ
え
が
つ
づ
く
。
そ
し

て
、
都
市
問
題
の
主
体
的
に
立
ち
む
か
わ
ざ
る

を
え
な
い
状
況
、
根
を
お
ろ
す
共
同
の
土
台
を

住
み
つ
き
態
度
と
し
て
形
成
せ
ざ
る
を
え
な
い

状
況
が
起
り
、
そ
こ
に
新
し
い
自
治
の
芽
が
発

生
し
て
く
る
。
そ
れ
が
内
面
倫
理
と
し
て
定
着

す
る
と
き
、
民
衆
の
歴
史
が
作
ら
れ
る
の
だ
。

そ
こ
に
、
地
域
住
民
の
ひ
と
つ
の
自
覚
過
程
と

し
て
住
民
運
動
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ

る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
、
民
衆
が
歴
史
を
つ

く
る
と
こ
ろ
の
、
文
化
と
し
て
の
地
域
民
主
主

義
の
自
覚
過
程
は
、
対
抗
的
運
動
と
し
て
は
な

ば
な
し
く
顕
現
さ
れ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
の
で

は
な
い
。
川
崎
市
の
菅
生
子
ど
も
文
化
セ
ン
タ

ー
は
昭
和
四
七
年
か
ら
四
年
が
か
り
で
実
現
を

み
た
母
親
の
運
動
の
成
果
で
あ
る
が
、
そ
の
間
、

母
親
た
ち
は
学
習
を
し
、
共
同
保
育
を
や
り
、

地
域
の
子
は
誰
で
も
何
処
で
も
地
域
の
オ
バ
サ

ン
た
ち
に
暖
く
見
守
ら
れ
て
い
る
関
係
が
で
き
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た
。
行
政
も
既
存
地
域
住
民
組
織
も
、
こ
れ
に

対
し
て
、
そ
こ
に
「
子
ど
も
文
化
セ
ン
タ
ー
」

が
必
要
で
な
い
、
と
い
う
論
理
を
も
て
な
く
な

っ
た
。
こ
う
し
て
出
来
た
セ
ン
タ
ー
は
、
管
理

者
で
あ
る
行
政
の
規
則
一
点
張
り
で
は
動
か
な

い
血
の
通
っ
た
活
動
を
は
じ
め
る
。
母
親
と
セ

ン
タ
ー
職
員
は
議
論
し
学
び
あ
い
、
自
己
変
革

を
く
り
か
え
す
。
そ
し
て
、
職
員
は
そ
の
地
域

に
す
す
ん
で
転
居
し
、
あ
る
い
は
〝
教
育
学
を

や
り
直
す
〟
と
大
学
の
通
信
教
育
を
受
け
は
じ

め
る
。
〝
十
年
間
は
少
く
と
も
こ
の
仕
事
に
打

ち
こ
む
〟
と
決
意
す
る
。
母
親
た
ち
は
こ
の

　
「
子
ど
も
文
化
セ
ン
タ
ー
に
つ
ど
う
会
」
会
員

と
し
て
、
地
域
社
会
の
内
面
論
理
を
形
成
し
つ

っ
あ
る
。
こ
れ
は
、
福
祉
・
教
育
（
共
育
）
・
自

治
を
一
体
の
こ
と
と
し
て
住
民
が
主
人
公
に
な

り
地
域
文
化
を
創
造
し
て
ゆ
く
清
新
で
感
動
的

地
域
文
庫
の
活
動

な
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
マ
チ
は
山

林
を
開
い
た
典
型
的
な
新
興
住
宅
地
で
あ
る
。

　
菅
生
だ
か
ら
出
来
た
の
で
は
な
い
。
横
浜
に

も
同
じ
可
能
態
が
多
様
に
生
起
し
動
い
て
い

る
。
文
庫
活
動
が
、
保
育
活
動
が
、
障
害
者
や

老
人
へ
の
福
祉
活
動
が
。
い
ず
れ
も
生
活
の
場

で
そ
の
地
域
生
活
を
楽
し
く
、
人
間
ら
し
い
共

感
と
共
育
の
場
に
か
え
て
ゆ
く
文
化
創
造
の
芽

で
あ
る
。
文
化
に
は
、
考
え
た
い
、
知
り
た
い
、

感
じ
た
い
、
表
現
し
た
い
、
行
動
し
た
い
、
と

い
う
衝
動
が
必
須
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
活
の
場

の
状
況
に
応
じ
て
個
性
的
に
今
や
実
ろ
う
と
し

て
い
る
の
だ
。
そ
の
個
性
を
尊
重
し
あ
い
、
励

ま
し
あ
い
、
過
去
の
遺
産
を
正
し
く
う
け
つ
い

で
、
市
民
が
生
活
の
場
か
ら
生
き
ざ
ま
と
し
て

の
歴
史
を
創
造
す
る
、
そ
う
い
う
文
化
課
題
が

ま
さ
に
現
前
し
て
い
る
、
と
考
え
る
。

横
浜
文
庫
の
会
　
長
崎
源
之
助

り
、
玄
関
の
下
駄
箱
の
上
に
本
の
は
い
っ
た
ダ

ン
ボ
ー
ル
箱
を
の
せ
、
近
所
の
ご
く
少
数
の
子

ど
も
を
あ
い
て
に
本
を
読
ん
で
や
っ
た
り
、
貸

出
し
を
し
た
り
し
て
い
る
の
か
ら
、
会
員
千
人

を
越
す
大
規
模
な
文
庫
ま
で
種
々
あ
り
ま
す
。

運
営
も
、
個
人
、
グ
ル
ー
ブ
、
町
内
会
、
団
地

等
こ
れ
も
様
々
で
す
。

　
た
い
て
い
の
文
庫
は
、
市
立
ま
た
は
県
立
の

図
書
館
か
ら
団
体
貸
出
し
を
受
け
、
文
庫
の
蔵

書
と
合
せ
て
五
百
冊
な
い
し
千
冊
位
を
置
い
て

い
る
所
が
最
も
多
い
の
で
す
。

　
開
館
日
は
一
週
に
一
度
が
大
半
で
、
土
曜
か

日
曜
に
二
時
間
か
ら
三
時
間
位
や
っ
て
い
ま

す
。

　
世
話
人
は
、
個
人
の
文
庫
で
は
一
人
が
多
い

の
で
す
が
、
町
内
会
、
団
地
な
ど
で
は
、
図
書

係
が
交
替
で
や
っ
て
い
ま
す
。
図
書
係
は
、
六

人
か
ら
十
人
位
が
も
っ
と
も
多
い
よ
う
で
す
。

　
　
地
域
の
中
心
的
活
動
に
発
展

　
内
容
と
し
て
も
、
た
だ
単
に
本
の
貸
出
し
を

し
て
い
る
だ
け
の
も
あ
り
ま
す
が
、
文
庫
の
半

数
近
く
は
、
本
の
読
み
聞
か
せ
、
読
書
会
、
お

話
会
な
ど
直
接
本
に
関
係
の
あ
る
も
の
か
ら
、

新
年
会
、
ク
リ
ス
マ
ス
会
、
な
か
よ
し
会
、
ひ

な
ま
つ
り
な
ど
親
睦
会
的
な
も
の
、
キ
ャ
ン
プ
、

い
も
ほ
り
、
虫
と
り
、
プ
ー
ル
、
サ
イ
ク
リ
ン

グ
、
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
リ
ク
レ
ー
シ
ョ
ソ
的
な

も
の
、
ま
た
は
ピ
ン
ポ
ン
大
会
、
ド
ッ
チ
ボ
ー

ル
大
会
、
運
動
会
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
的
な
も
の

　
と
、
そ
れ
ぞ
れ
文
庫
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
行

　
事
を
し
て
い
ま
す
。

　
　
そ
し
て
、
文
庫
の
運
営
費
を
捻
出
す
る
た
め

　
に
、
バ
ザ
ー
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
か
な
り

　
あ
り
ま
す
。

　
　
大
人
ど
う
し
の
学
習
の
た
め
に
、
講
演
会
を

開
い
た
り
、
文
学
散
歩
、
歴
史
散
歩
な
ど
を
や

　
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　
　
つ
ま
り
、
地
域
文
庫
は
、
図
書
館
の
不
足
を

　
お
ぎ
な
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
い
ま
や
地
域

　
文
化
の
中
心
的
活
動
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
の

　
で
す
。

　
　
文
庫
で
は
、
大
き
い
子
が
小
さ
い
子
に
本
を

読
ん
で
や
っ
た
り
、
紙
芝
居
を
見
せ
て
や
っ
た

り
、
あ
や
と
り
や
折
り
紙
を
教
え
て
や
っ
て
い

る
姿
を
見
か
け
ら
れ
ま
す
。
キ
ャ
ン
プ
や
遠
足

で
、
小
さ
な
子
の
面
倒
を
見
て
や
る
子
も
い
ま

す
。
ク
リ
ス
マ
ス
会
の
司
会
、
運
営
、
本
の
貸

出
し
な
ど
子
ど
も
の
主
体
で
や
ら
れ
る
と
こ
ろ

も
増
え
て
き
ま
し
た
。

　
　
私
た
ち
は
、
文
庫
を
本
の
あ
る
た
ま
り
場
と

　
か
、
遊
び
場
と
い
う
ぐ
あ
い
に
考
え
て
い
ま

　
す
。
本
を
仲
立
ち
に
し
て
、
人
と
人
の
ふ
れ
あ

　
う
場
所
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
文
庫
の
会
で
相
互
の
交
流

　
最
近
の
子
ど
も
は
テ
レ
ビ
の
影
響
で
本
を
読

ま
な
く
な
っ
た
と
い
う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。

し
か
し
、
文
庫
運
営
者
た
ち
は
等
し
く
言
い
ま

す
。
「
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
身
の
ま
わ
り
に
本
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全
国
の
一
割
が
横
浜
に

　
地
域
文
庫
が
多
い
の
は
わ
が
国
の
特
色
だ
そ

う
で
す
。
全
国
で
約
三
千
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
一
割
が
横
浜
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
異
常
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
最
大

の
理
由
は
、
住
民
の
読
書
及
び
読
書
施
設
に
対

す
る
要
望
が
多
い
わ
り
に
、
図
書
館
が
少
な
す

ぎ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
図
書
館
の
あ
る
西

区
に
は
文
庫
が
少
な
く
、
図
書
館
か
ら
遠
い
戸

塚
区
、
港
北
区
に
と
く
に
多
い
こ
と
で
も
わ
か

り
ま
す
。

　
地
域
文
庫
を
は
じ
め
た
動
機
と
し
て
は
、
「
わ

が
子
に
本
を
読
ま
せ
た
い
か
ら
」
と
い
う
の
が

圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し

て
、
多
く
の
文
庫
が
、
子
ど
も
の
利
用
を
中
心

に
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
小
規
模
の
は
、
縁
側
に
書
架
を
一
つ
置
い
た
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