
特
集
・
都
市
に
お
け
る
資
料
館

横
浜
の
資
料
館
像

遠
山
茂
樹
〈
横
浜
市
立
大
学
文
理
学
部
教
授
〉

資
料
館
設
立
の
趨
勢

　
こ
の
十
年
間
の
資
（
史
）
料
館
・
文
書
館
設
立
の
動

き
は
め
ざ
ま
し
い
。
国
立
公
文
書
館
が
開
か
れ
た
の
が

一
九
七
一
年
、
こ
れ
よ
り
さ
き
五
九
年
に
は
山
口
県
文

書
館
が
開
設
さ
れ
、
六
二
年
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、

六
八
年
東
京
都
公
文
書
館
、
そ
の
翌
年
に
は
埼
玉
県
立

文
書
館
と
相
つ
ぎ
、
都
道
府
県
で
は
そ
の
大
部
分
が
も

つ
よ
う
に
な
っ
た
。
市
町
村
レ
ベ
ル
で
も
、
計
画
中
の

も
の
を
ふ
く
め
れ
ば
相
当
の
数
に
の
ぼ
る
だ
ろ
う
。

　
敗
戦
直
後
の
経
済
事
情
と
歴
史
へ
の
関
心
の
喪
失
に

よ
っ
て
、
歴
史
的
に
貴
重
な
文
書
や
記
録
が
大
量
に
失

わ
れ
た
が
、
散
逸
す
る
史
料
の
九
牛
の
一
毛
を
救
う
た

め
文
部
省
史
料
館
が
一
九
五
一
年
に
設
け
ら
れ
、
江
戸

時
代
史
料
の
購
入
保
存
に
あ
た
っ
た
。
し
か
し
何
と
い

っ
て
も
、
資
料
館
設
立
の
機
運
を
う
な
が
し
た
の
は
、

学
術
会
議
の
「
公
文
書
散
逸
防
止
に
関
す
る
建
議
」
（
五

九
年
）
、
お
よ
び
「
歴
史
資
料
保
存
法
の
制
定
に
つ
い

て
の
勧
告
」
（
六
九
年
）
が
出
た
こ
と
、
こ
の
決
議
の

実
現
に
む
か
っ
て
歴
史
研
究
者
を
中
心
と
す
る
全
国
的

な
運
動
が
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
が
資

料
散
逸
の
第
二
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
経
済
の
高
度
成

長
期
を
む
か
え
、
社
会
の
変
貌
、
行
政
の
改
変
が
い
ち

じ
る
し
く
、
そ
の
渦
中
で
、
江
戸
時
代
の
史
料
だ
け
で

は
な
く
、
近
現
代
の
史
料
、
と
く
に
公
文
書
の
散
逸
・

廃
棄
が
目
立
っ
て
い
た
。

　
学
術
会
議
の
勧
告
に
い
う
歴
史
資
料
保
存
法
と
は
、

民
間
の
歴
史
的
資
料
の
調
査
と
受
託
・
購
入
、
一
定
年

資
料
館
設
立
の
趨
勢

市
民
の
歴
史
へ
の
関
心

限
を
経
過
し
た
公
文
書
・
公
記
録
の
移
管
と
整
理
・
保

存
を
目
的
と
す
る
地
方
文
書
館
の
設
立
を
国
お
よ
び
地

方
自
治
体
に
義
務
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
勧
告
と
そ
れ
を
支
持
し
た
全
国
的
な
運
動
の
な
か
で

明
ら
か
に
さ
れ
た
二
つ
の
重
要
な
原
則
が
あ
る
。
第
一

は
、
資
料
を
本
来
の
所
有
者
・
所
有
機
関
が
所
在
す
る

現
地
で
保
存
す
べ
き
だ
と
い
う
現
地
保
存
主
義
で
あ

る
。
第
二
は
、
保
存
さ
れ
る
資
料
は
、
研
究
者
だ
け
で

は
な
く
、
ひ
ろ
く
国
民
に
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
公
開
主
義
で
あ
る
。

　
第
一
の
原
則
は
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
地
方
に
あ
る

資
料
を
東
京
に
集
中
す
る
方
式
で
は
、
史
料
の
散
逸
を

防
止
す
る
目
的
は
は
た
せ
な
い
と
い
う
考
慮
か
ら
出
た

だ
け
で
は
な
い
。
史
料
の
内
容
を
調
べ
、
そ
れ
を
分
類
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ふ
る
里
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を
求
め
る
気
持

私
の
横
浜
資
料
館
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女
料
蒐
集
・
保
管
の
あ
り
方

女
料
館
へ
の
期
待
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整
理
し
、
正
確
で
利
用
し
や
す
い
目
録
を
編
さ
ん
す
る

に
は
、
現
地
を
知
悉
す
る
現
地
の
専
門
家
の
努
力
を
願

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
資
料
を
利
用
す
る
人
も
、
ま
ず
現
地
の
住
民
で

あ
ろ
う
し
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
住
民
が

地
域
の
歴
史
に
た
い
し
て
も
つ
関
心
が
高
ま
っ
て
こ

そ
、
資
料
の
保
存
が
期
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
の
公
開
の
原
則
は
、
歴
史
の
研
究
が
、
学
術
会

議
の
有
権
者
や
学
会
の
会
員
に
登
録
さ
れ
て
い
る
研
究

者
に
か
ぎ
ら
ず
、
広
い
意
味
の
研
究
者
層
に
よ
っ
て
、

現
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
戦
後
の
学
界
情
況

を
顧
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
研
究
と
い
う
内
容
さ

え
、
ず
っ
と
広
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
趣
味
・
娯
楽
か

ら
出
て
い
る
歴
史
の
興
味
、
日
常
生
活
の
個
別
の
利
害

か
ら
来
る
歴
史
へ
の
関
心
な
ど
動
機
は
千
差
万
別
で
あ

る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
歴
史
へ
の
国
民
的
な
関
心
を
麓

野
に
し
な
が
ら
、
そ
の
中
か
ら
職
業
的
研
究
者
以
外
の

人
々
に
よ
っ
て
貴
重
な
資
料
の
発
掘
や
重
要
な
史
実
の

発
見
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
蒐
集
・
保
存
さ

れ
た
資
料
は
、
原
則
と
し
て
、
職
業
的
研
究
者
の
み
な

ら
ず
、
ひ
ろ
く
国
民
に
利
用
の
途
を
開
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
文
書
館
が
地
方
大
学
附
置
と
し
て
で
は
な
く
、
公

立
の
施
設
と
勧
告
に
規
定
さ
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
理

由
か
ら
で
あ
る
。

　
文
書
館
な
い
し
資
料
館
の
設
立
の
経
過
が
私
た
ち
に

あ
た
え
て
く
れ
る
教
訓
は
大
き
い
。
そ
れ
は
地
方
文
書

館
・
地
方
資
料
館
が
そ
の
主
流
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
も
都
道
府
県
立
と
市
町
村
立
と
が
並
存
し
、
両
者

が
協
力
し
あ
う
こ
と
で
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
と
い
う
点

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
国
立
公

文
書
館
設
立
の
勧
告
は
、
地
方
文
書
館
設
立
勧
告
よ
り

約
十
年
早
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
が
重

い
腰
を
あ
げ
た
の
は
、
府
県
立
の
そ
れ
が
す
で
に
開
設

さ
れ
、
次
々
と
そ
の
準
備
が
す
す
め
ら
れ
る
と
い
う
情

勢
に
つ
き
あ
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
政
府
の
も
つ
公

文
書
の
歴
史
的
価
値
は
、
全
国
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば

高
い
し
、
内
閣
文
庫
を
は
じ
め
各
省
附
属
の
史
料
保
存

施
設
を
も
っ
て
い
た
。
政
府
予
算
か
ら
す
れ
ば
公
文
書

館
設
立
の
費
用
は
高
が
知
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
政

府
が
冷
淡
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
対
象
の
資
料
の
量

の
膨
大
さ
も
あ
る
。
官
庁
間
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

故
で
も
あ
る
。
だ
が
何
よ
り
の
理
由
は
、
資
料
の
保
存

と
公
開
と
を
求
め
る
世
論
を
生
む
基
盤
で
あ
る
「
地
域
」

を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
が
、
こ
の
設
立
促

進
に
関
係
し
た
私
の
感
じ
で
あ
る
。
職
業
的
研
究
者
の

要
望
を
ま
と
め
る
こ
と
は
、
資
料
の
重
要
さ
か
ら
い
っ

て
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
研
究
者
の
利
用
の
便
宜
を
は

か
れ
と
い
う
だ
け
で
は
、
政
府
の
重
い
腰
を
押
し
あ
げ

る
力
に
は
不
足
で
あ
る
。
一
般
国
民
の
声
を
引
き
出
す

手
掛
り
が
っ
か
め
な
い
、
こ
れ
が
府
県
市
立
の
文
書
館

で
あ
れ
ば
、
地
域
の
要
求
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
る
の

は
、
は
る
か
に
容
易
で
あ
ろ
う
の
に
、
と
そ
の
時
私
は

痛
感
し
た
。

　
過
去
と
私
た
ち
と
を
む
す
び
つ
け
る
基
盤
と
し
て
の

地
域
、
国
も
そ
う
し
た
地
域
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
「
日
本
に
は
政
府
あ
り
て
国
民
（
ネ

ー
シ
ョ
ン
）
な
し
」
と
は
、
百
年
前
の
福
沢
諭
吉
の
言

で
あ
る
が
、
そ
の
病
弊
の
根
源
で
あ
る
中
央
偏
重
の
社

会
体
質
が
戦
後
三
〇
年
ど
れ
だ
け
改
ま
っ
た
か
は
疑
わ

し
い
。
そ
れ
に
し
て
も
文
書
館
・
資
料
館
問
題
の
経
緯

は
、
住
民
の
生
活
と
連
帯
の
基
盤
た
る
地
域
は
下
か
ら

形
成
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
原
則
を
は
し
な
く
も
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
史
料
の
保
存
と
い
う
便
宜

か
ら
来
る
だ
け
で
は
な
い
。
国
民
の
歴
史
意
識
－
政
治

意
識
の
母
胎
と
も
い
う
べ
き
Ｉ
は
居
住
地
域
を
媒
介
に

し
て
生
れ
育
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

市
民
の
歴
史
へ
の
関
心

最
近
の
傾
向

　
国
民
の
歴
史
へ
の
関
心
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
の
は
、

こ
こ
二
〇
年
間
の
傾
向
で
あ
る
。
人
間
の
本
性
と
も
い

う
べ
き
回
顧
趣
味
に
由
来
す
る
と
も
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

の
影
響
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
何
の
こ

と
も
な
い
。
し
か
し
一
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
の
新
し
い
傾

向
は
、
地
域
史
・
地
方
史
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
都
道
府
県
ご
と
の
歴
史
を
系
統
的
に
説
い
た

叢
書
が
か
な
り
の
読
者
を
集
め
て
い
る
。
東
京
で
は
各
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区
の
歴
史
が
「
東
京
ふ
る
里
文
庫
」
と
銘
う
っ
て
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
全
国
を
見
渡
し
て
、
市
や
町
や
村
の
歴

史
が
商
業
出
版
の
ベ
ー
ス
に
乗
っ
て
続
々
と
出
て
い
る

昨
今
の
有
様
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た
現
象
で
あ
る
。
地

方
自
治
体
の
手
に
よ
る
府
県
史
・
市
町
村
史
の
編
さ
ん

・
刊
行
が
こ
う
し
た
機
運
を
支
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
高
ま
っ
た
地
域
史
へ

の
関
心
が
な
ぜ
国
民
の
間
に
生
れ
た
の
か
、
私
も
十
分

に
は
理
解
で
き
な
い
。

　
六
〇
年
代
後
半
以
来
の
地
域
の
変
貌
、
生
活
様
式
の

激
変
が
、
か
つ
て
の
姿
を
今
に
し
て
記
録
に
と
ど
め
て

お
か
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
を
地
域
住
民
に
い
だ
か
せ

そ
れ
が
多
く
の
人
の
共
感
を
よ
ん
だ
と
い
う
点
は
、
誰

し
も
気
の
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
そ

の
反
響
が
、
古
く
か
ら
の
居
住
者
や
中
年
以
上
の
年
輩

者
だ
け
で
は
な
く
、
若
い
人
々
に
も
お
よ
ん
で
い
る
こ

と
で
あ
る
。
若
い
人
の
レ
ジ
ャ
ー
の
手
段
と
し
て
の
旅

行
熱
、
そ
の
一
つ
と
し
て
の
名
所
旧
跡
め
ぐ
り
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
の
意
味
に
す
ぎ
な
い
と
片
づ
け
て
す
む
の
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
と
い
う
疑
問
は
禁

じ
え
な
い
。
大
都
市
の
市
民
の
地
域
史
へ
の
関
心
を
考

え
る
場
合
、
そ
の
疑
問
は
一
層
切
実
と
な
る
。

　
大
都
市
の
住
民
の
大
多
数
は
、
他
の
府
県
の
出
身
者

で
あ
る
。
横
浜
市
の
年
間
人
口
流
動
率
は
一
九
・
三
パ

ー
セ
ン
ト
で
、
百
万
人
以
上
の
指
定
都
市
の
な
か
で
最

高
の
数
値
を
し
め
し
、
「
流
民
化
し
た
都
市
市
民
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
（
鳴
海
正
泰
「
現
代
都
市
と
住
民
」

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
増
刊
「
現
代
都
市
と
自
治
」
所
収
）
。

そ
し
て
一
戸
建
持
家
の
居
住
者
以
外
の
市
民
は
地
域
や

市
政
へ
の
関
心
が
う
す
い
と
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果

か
ら
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
都
市
科
学
研
究
室
編

　
『
生
活
環
境
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
』
一
九
七
三
年
）
。

た
し
か
に
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
事
実
の
主
要
な
側
面
を

つ
い
て
い
る
。
住
民
の
多
く
が
横
浜
を
居
住
地
に
え
ら

ん
だ
理
由
は
、
勤
め
や
仕
事
の
関
係
、
ま
た
は
た
ま
た

ま
手
ご
ろ
の
住
い
場
所
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
以
上
を

出
な
い
だ
ろ
う
。
相
当
数
の
方
は
、
早
晩
横
浜
を
出
る

だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
出
た
い
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

の
面
だ
け
で
市
民
の
地
域
意
識
を
と
ら
え
て
は
不
十
分

で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
市
民
の
地
域
史
へ
の
関
心
を

説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
前
記
し
た
東
京
の
区
の
歴
史
の
叢
書
が
「
東
京
ふ
る

里
文
庫
」
と
銘
う
ち
、
編
集
が
「
東
京
に
ふ
る
里
を
つ

く
る
会
」
だ
と
い
う
の
は
、
今
解
こ
う
と
す
る
課
題
に

と
っ
て
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
会
に
つ
い
て
は
、
各
区

に
自
主
的
に
で
き
て
い
る
歴
史
サ
ー
ク
ル
の
連
合
体
で

あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
、
ど
れ
だ
け
の
実
体
を

も
つ
の
か
、
ど
う
い
う
歴
史
意
識
で
会
員
が
結
ば
れ
て

い
る
の
か
、
私
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
東
京

を
「
ふ
る
里
」
だ
と
す
る
人
の
会
で
は
な
く
、
「
ふ
る

里
を
つ
く
る
会
」
な
の
で
あ
る
。
裏
が
え
せ
ば
、
東
京

に
「
ふ
る
里
」
を
も
た
ず
、
さ
り
と
て
出
身
地
に
「
ふ

る
里
」
を
感
ず
る
こ
と
で
満
足
せ
ず
、
新
し
く
東
京
の

居
住
区
に
「
ふ
る
里
」
を
作
ろ
う
と
い
う
運
動
な
の
で

あ
ろ
う
。
出
身
地
に
「
ふ
る
里
」
を
感
ず
る
こ
と
が
う

す
れ
て
い
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
ど
の
市
町
村
で
も
、

街
の
た
た
ず
ま
い
や
生
活
の
特
色
が
失
わ
れ
、
全
国
画

一
化
、
い
わ
ば
ミ
ニ
東
京
化
し
て
い
る
。
何
も
出
身
地

に
「
ふ
る
里
」
を
固
定
視
す
る
必
要
は
な
い
。
東
京
で

も
ど
こ
で
も
、
現
に
住
む
と
こ
ろ
に
「
ふ
る
里
」
を
感

じ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
新
た
に
作
ろ
う
と
す
る

　
「
ふ
る
里
」
は
、
も
と
も
と
の
意
味
の
「
故
郷
」
と
い

う
概
念
と
は
ち
が
う
だ
ろ
う
し
、
終
の
栖
と
観
念
す
る

定
住
地
に
か
ぎ
る
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま

た
居
住
地
域
に
「
ふ
る
里
」
を
感
ず
る
と
と
も
に
、
そ

れ
か
ら
隔
っ
た
職
場
が
あ
る
地
域
に
も
「
ふ
る
里
」
を

求
め
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
な
ら
ば
そ
う
い
う
意
味
あ
い
で
の
「
ふ
る
里
」

を
求
め
作
ろ
う
と
す
る
市
民
の
心
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
し
た
心
の
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
も
だ
と
感
ず

る
の
だ
が
、
そ
れ
が
何
か
、
私
に
は
し
か
と
つ
か
め
な

い
。
常
識
の
域
を
出
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
今
の
と
こ

ろ
考
え
て
い
る
。

　
「
ふ
る
里
」
を
求
め
る
動
き
は
、
「
ふ
る
里
」
が
失

わ
れ
つ
つ
あ
る
、
「
ふ
る
里
」
を
も
て
な
く
な
っ
て
い

調査季報58―78.6
５

「
ふ
る
里
」
を
求
め
る
気
持



る
情
況
を
前
提
と
し
て
い
る
。
地
域
か
ら
自
然
が
失
わ

れ
、
生
活
環
境
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
と
人
間
の
む
す
び

つ
き
が
う
す
れ
て
、
人
工
の
砂
漠
化
そ
う
と
す
る
状
況

へ
の
抵
抗
に
源
流
を
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
マ
イ
ホ
ー

ム
主
義
や
政
治
不
信
の
情
緒
が
ひ
ろ
が
っ
て
、
地
域
へ

の
無
関
心
の
傾
向
が
現
象
的
に
は
強
ま
っ
て
い
る
こ
と

も
一
面
の
事
実
で
あ
る
が
、
他
面
で
は
住
民
の
自
治
意

識
が
の
び
て
い
る
こ
と
も
、
実
体
の
反
面
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
と
、
地
域
の
歴
史
へ
の
関
心
と
は
つ
な
が
っ
て
い

る
。
行
政
へ
の
不
満
と
要
求
は
、
住
民
運
動
の
形
を
と

る
に
せ
よ
、
個
々
人
の
行
動
に
と
ど
ま
る
に
せ
よ
、
年

を
追
っ
て
強
ま
っ
て
い
る
の
が
実
体
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
域
と
市
政
へ
の
積
極
的

な
関
心
と
行
動
と
が
弱
く
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
所

以
は
、
今
日
の
都
市
問
題
が
あ
ま
り
に
も
複
雑
か
つ
全

体
的
で
あ
り
、
し
か
も
市
民
ひ
と
り
び
と
り
に
と
っ
て

具
体
的
問
題
が
切
実
で
あ
る
が
故
に
、
あ
ま
り
に
も
個

別
に
分
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
生
活
環
境
に
不

満
な
問
題
、
市
行
政
に
改
善
を
求
め
る
問
題
を
と
問
わ

れ
れ
ば
、
何
か
ら
何
ま
で
と
答
え
た
い
の
が
市
民
に
共

通
す
る
本
音
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
と
く
に
何
を
求
め

る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
答
は
百
人
百
様
に
分
か
れ
ざ
る

を
え
な
い
。
同
程
度
の
生
活
条
件
の
人
に
質
問
し
て
も
。

あ
る
人
は
第
一
要
求
に
学
校
や
保
育
所
の
整
備
を
求

め
、
あ
る
人
は
交
通
難
の
緩
和
を
求
め
る
だ
ろ
う
し
、

他
の
人
は
騒
音
や
大
気
の
汚
れ
の
解
決
を
先
決
だ
と
主

張
す
る
だ
ろ
う
。
問
題
の
核
心
は
、
こ
う
し
た
多
種
多

様
の
個
別
具
体
の
要
求
を
関
連
づ
け
系
統
づ
け
る
政
治

の
力
、
思
想
の
力
が
弱
体
化
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
あ
り
あ
ま
る
要
求
を
か
か
え
な
が
ら
、

市
側
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
る
地
方
行
政
へ
の
「
住
民
参

加
」
に
進
み
出
る
門
口
を
見
出
し
え
な
い
で
と
ま
ど
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
横
浜
市
の
内
情
に
う
と
い
私

の
見
方
は
見
当
は
ず
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ん
な
気

が
し
て
な
ら
な
い
。

　
私
が
多
少
の
経
験
を
通
じ
て
知
っ
て
い
る
の
は
、
歴

史
サ
ー
ク
ル
に
参
加
し
て
く
る
人
々
の
気
持
で
あ
る
。

そ
の
人
々
は
、
昔
へ
の
回
顧
趣
味
か
ら
出
て
い
る
に
せ

よ
、
集
り
の
終
わ
り
の
雑
談
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
、
現
在
・
現
実
の
問
題
に
た
ち
か
え
っ
て
く
る
。
市

民
の
手
に
な
る
歴
史
の
学
習
は
、
少
数
者
の
同
好
会
の

域
を
こ
え
て
大
衆
的
性
格
を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
、
ひ
ろ

く
政
治
・
社
会
に
つ
い
て
の
学
習
運
動
の
性
格
を
も
つ

よ
う
に
な
る
の
が
一
般
だ
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
歴

史
を
見
る
こ
と
は
、
否
応
な
く
、
社
会
の
多
側
面
を
綜

合
的
に
と
ら
え
、
社
会
を
ま
と
ま
り
あ
る
も
の
と
考
え
、

個
人
を
社
会
と
の
つ
な
が
り
で
理
解
す
る
こ
と
と
な

る
。
歴
史
を
知
る
う
と
す
る
心
は
、
社
会
を
再
発
見
し

よ
う
と
す
る
心
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
地
域
の
歴
史
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
昨
今
の
世
潮
は
、
地

域
の
ま
と
ま
り
を
回
復
し
た
い
、
地
域
と
自
分
個
人
の

つ
な
が
り
を
確
め
た
い
と
い
う
気
持
の
あ
ら
わ
れ
だ
、

と
私
は
理
解
し
た
い
。
と
く
に
地
域
の
歴
史
―
県
の
歴

史
、
市
の
歴
史
、
さ
ら
に
住
居
や
職
場
周
辺
の
地
区
の

歴
史
―
を
知
り
た
い
と
い
う
の
は
、
身
近
で
具
体
的
な

も
の
を
手
掛
り
に
歴
史
を
知
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り

与
え
ら
れ
る
歴
史
の
知
識
だ
け
に
満
足
せ
ず
、
自
分
の

関
心
に
も
と
ず
い
て
歴
史
を
知
ろ
う
、
自
分
の
手
で
調

べ
て
歴
史
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
歴
史
へ
の
主
体

的
姿
勢
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
ん
な
る
歴
史

ブ
ー
ム
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
積
極
的
な
要
素
、
今
日

の
大
都
市
の
生
活
づ
く
り
に
と
っ
て
、
貴
重
な
芽
生
え

が
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
考
え
る
こ
と
は
、
私
の
職
業
か
ら
く
る
歴
史
学

習
の
効
用
に
つ
い
て
の
過
大
評
価
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
現
在
に
関
心
が
う
す
れ
て
い
る
か
ら
、
現
在
離

れ
と
し
て
過
去
へ
の
愛
着
が
生
れ
る
と
い
う
面
が
あ
る

こ
と
も
否
定
は
し
な
い
。
そ
の
面
が
強
い
と
し
て
も
、

懐
旧
趣
味
が
人
間
の
自
然
の
情
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
か

ら
出
発
し
な
お
し
て
も
良
い
、
今
日
の
と
こ
ろ
地
域
の

歴
史
へ
の
関
心
を
大
切
に
育
て
て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
私
の
気
持
で
あ
る
。
地
域
史
へ
の
関
心

は
、
そ
れ
が
二
百
年
前
の
こ
と
で
あ
れ
、
八
〇
年
前
の

こ
と
で
あ
れ
、
地
域
の
今
日
の
問
題
へ
の
関
心
、
市
民

の
自
治
意
識
の
成
長
の
母
胎
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
と

考
え
て
い
る
。
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私
の
横
浜
資
料
館
像

　
横
浜
の
歴
史
資
料
館
は
、
大
都
市
、
と
く
に
首
都
圏

の
大
都
市
と
し
て
の
横
浜
の
特
質
を
体
現
し
た
も
の
で

あ
っ
て
ほ
し
い
。
大
都
市
が
も
つ
マ
イ
ナ
ス
の
条
件
も

プ
ラ
ス
に
転
化
し
て
、
積
極
的
な
特
徴
と
し
た
い
。
都

道
府
県
レ
ベ
ル
や
中
小
都
市
の
場
合
は
、
お
お
む
ね
収

蔵
す
べ
き
中
心
の
資
料
の
ま
と
ま
り
が
す
で
に
あ
っ

て
、
そ
れ
が
史
料
館
の
内
容
の
特
徴
を
規
定
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
横
浜
市
の
場
合
、
関
東
震
災
と
空
襲
の
罹

災
に
よ
っ
て
、
手
持
ち
の
資
料
が
貧
弱
で
あ
る
。
そ
れ

が
資
料
館
の
建
設
に
と
っ
て
痛
手
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
既
存

の
資
料
群
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
、
そ
れ

だ
け
系
統
的
に
資
料
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

を
長
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
資
料
が
豊
富
に

残
っ
て
い
る
地
域
で
あ
れ
ば
、
資
料
散
逸
防
止
の
目
的

か
ら
し
て
、
原
資
料
の
蒐
集
・
保
管
を
勢
い
専
ら
と
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
横
浜
で
も
相
当
量
の
原
資
料
の
所
在

は
、
今
日
ま
で
の
調
査
で
わ
か
っ
て
い
る
し
、
未
調
査

の
も
の
も
ま
だ
ま
だ
あ
る
に
相
違
な
い
。
原
資
料
の
調

査
と
、
そ
れ
を
購
入
し
ま
た
寄
託
を
う
け
て
保
管
す
る

仕
事
が
大
き
い
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
と
と
も
に
、
横
浜
市
以
外
で
所
蔵
さ
れ
る
横
浜
関
係

の
公
私
の
資
料
を
複
製
保
管
す
る
仕
事
の
量
は
、
他
の

資
料
館
・
文
書
館
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
大
き
い
だ
ろ

う
。
そ
の
た
め
の
人
力
と
費
用
が
か
か
る
の
は
や
む
を

え
な
い
。
し
か
し
こ
の
結
果
、
他
の
館
の
よ
う
に
収
蔵

資
料
が
、
特
定
の
時
期
や
特
定
の
問
題
に
偏
ら
な
い
、

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
系
統
的
な
資
料
の
集
め
方
が
で
き

る
し
、
整
理
や
保
管
に
便
宜
だ
と
い
う
利
点
も
あ
る
。

　
比
較
的
自
由
に
収
蔵
資
料
を
構
成
で
き
る
の
が
プ
ラ

ス
の
条
件
だ
と
い
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
資
料
館
が
ど
の

よ
う
な
横
浜
の
歴
史
像
を
市
民
に
提
供
す
る
か
が
、
慎

重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
開

港
資
料
館
と
い
う
看
板
が
謡
る
よ
う
に
、
一
八
六
〇
・

七
〇
年
代
の
目
木
の
開
国
と
横
浜
の
開
港
が
重
点
と
さ

れ
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
開
国
・
開
港
の
時

期
に
せ
ま
く
限
定
せ
ず
、
開
港
以
前
の
江
戸
時
代
の
資

料
、
ま
た
関
東
震
災
ご
ろ
ま
で
の
近
代
資
料
を
も
ふ
く

め
よ
う
と
い
う
、
研
究
委
員
会
議
の
中
間
報
告
書
の
見

解
に
私
が
賛
成
し
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
見
と
お
し

か
ら
で
あ
る
。
開
港
と
文
明
開
化
は
、
都
市
横
浜
の
成

立
を
も
た
ら
し
、
全
国
史
に
た
い
し
て
も
つ
独
自
の
存

在
意
義
を
つ
く
り
出
し
た
点
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
横
浜
の
問
題
に
つ
な
げ

る
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
歴
史
も
、
そ
れ
以

後
の
歴
史
も
大
切
で
あ
る
。
開
港
以
前
の
漁
村
・
農
村

の
生
活
、
街
道
筋
の
宿
場
町
の
機
能
は
、
新
し
く
つ
く

ら
れ
た
横
浜
の
街
の
基
盤
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
影
響

は
、
今
日
の
各
地
区
の
特
色
に
作
用
し
て
い
る
。
ま
た

横
浜
の
貿
易
が
発
展
し
、
日
本
資
本
主
義
成
立
の
動
脈

と
な
り
、
た
ん
に
欧
米
文
化
流
入
の
門
戸
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
近
代
日
本
の
玄
関
口
と
な
っ
た
の
は
、
文

明
開
化
期
が
終
わ
っ
た
一
八
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
世
紀

初
頭
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
最
大
の
貿
易
港

た
る
地
位
が
変
わ
り
は
じ
め
る
の
と
、
京
浜
工
業
地
帯

の
都
市
と
い
う
新
し
い
性
格
が
つ
け
加
わ
り
、
他
方
で

東
京
の
隣
接
地
と
し
て
の
住
宅
地
帯
と
し
て
の
発
達
が

見
込
ま
れ
る
、
そ
う
し
た
ミ
ナ
ト
横
浜
と
ち
が
っ
た
相

貌
を
も
ち
は
じ
め
る
の
は
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇

年
代
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
第
一
次
大
戦
か
ら
関
東
震

災
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
戦
後
横
浜
の

も
つ
諸
特
徴
の
原
型
が
、
こ
の
こ
ろ
ほ
ぼ
で
き
た
と
い

え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
ま
で
の
横
浜
の
推
移

を
視
野
の
う
ち
に
お
さ
め
な
け
れ
ば
、
現
代
に
つ
な
が

る
歴
史
的
知
識
の
提
供
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
資
料
を
対
象
と
し
よ
う
と
い

う
の
は
、
当
面
の
第
一
段
階
と
し
て
、
最
小
限
こ
の
範

囲
ま
で
を
目
標
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
で
に

そ
の
き
ざ
し
を
見
せ
た
横
浜
の
性
格
の
転
換
が
は
っ
き

り
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た
、
そ
の
後
の
半
世
紀
の
歴
史

の
推
移
は
、
市
民
に
提
供
す
べ
き
歴
史
像
と
し
て
、
一

層
重
要
で
あ
る
。
大
恐
慌
期
、
一
五
年
戦
争
期
、
空
襲

と
敗
戦
、
占
領
期
、
講
和
以
後
の
戦
後
期
、
こ
の
時
期

の
資
料
の
散
逸
の
危
険
は
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
勝
る

三

資
料
蒐
集
・
保
管
の
あ
り
方
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と
も
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
戦
後
期
の
公
文
書
の
整
理

と
保
管
は
、
今
か
ら
手
を
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
大
事
業
で
あ
る
。
第
二
の
資
料
館
の
構
想
が
一
層

む
ず
か
し
い
こ
と
は
、
眼
に
見
え
て
い
る
だ
け
に
、
早

急
に
そ
の
準
備
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
。

　
大
都
市
の
資
料
館
が
市
民
と
の
関
係
に
一
段
と
配
慮

を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
理
由
は
前
述
し
た
。
資
料
を
蒐

集
・
整
理
し
、
目
録
を
つ
く
り
、
市
民
に
閲
覧
の
便
を

提
供
す
る
と
い
う
本
務
の
ほ
か
に
、
展
示
や
講
演
会
・

研
究
会
、
資
料
解
読
の
講
習
会
を
ひ
ら
く
と
い
う
、
ど

の
資
料
館
で
も
や
っ
て
い
る
事
業
は
、
当
然
必
要
で
あ

る
。
既
設
の
資
料
館
の
経
験
に
よ
れ
ば
こ
れ
だ
け
で
手

一
杯
と
い
う
仕
事
の
量
と
な
る
。
そ
の
上
で
、
横
浜
の

特
質
か
ら
次
の
よ
う
な
活
動
を
ぜ
ひ
行
っ
て
ほ
し
い
。

　
第
一
は
、
市
内
各
地
区
の
歴
史
サ
ー
ク
ル
の
連
絡
・

助
言
の
仕
事
で
あ
る
。
資
料
館
の
業
務
状
況
と
各
サ
ー

ク
ル
の
運
営
状
況
を
知
ら
せ
る
記
事
を
入
れ
た
ニ
ュ
ー

ス
を
定
期
的
に
発
行
す
る
こ
と
、
館
員
と
市
民
の
研
究

発
表
の
場
と
し
て
の
紀
要
を
出
す
こ
と
を
求
め
た
い
。

　
第
二
は
、
来
館
す
る
市
民
に
閲
覧
さ
せ
る
と
い
う
受

身
の
態
度
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
ら
の
調
査
・
研
究
の
相

談
相
手
と
な
っ
て
援
助
す
る
積
極
的
な
機
能
を
も
つ
こ

と
で
あ
る
。
区
の
歴
史
、
地
区
の
歴
史
、
そ
う
し
た
身

近
か
で
具
休
的
な
問
題
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
、
今
後

市
民
の
要
求
と
し
て
強
ま
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
こ
そ

が
自
治
意
識
の
成
長
に
む
す
び
つ
く
こ
と
は
前
述
し

た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
レ
ベ
ル
の
歴
史
と
な
れ
ば
、
既
成

の
歴
史
書
、
研
究
者
の
既
成
の
知
識
に
頼
る
こ
と
は
で

き
な
く
な
り
、
市
民
が
自
分
で
資
料
か
ら
調
べ
る
ほ
か

に
な
く
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
資
料
の
所
在
や
内
容
を
知

悉
し
て
い
る
館
員
の
親
身
の
援
助
を
必
要
と
す
る
こ
と

と
な
る
。
こ
れ
は
館
員
に
と
っ
て
意
外
に
重
い
負
担
と

な
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
資
料
館
設
立
の
目
的
か

ら
し
て
、
ど
う
し
て
も
実
現
し
た
い
仕
事
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
小
・
中
・
高
校
の
社
会
科
教
育
と
密
接
な

関
連
を
も
ち
、
そ
の
教
材
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

地
域
史
・
地
方
史
・
郷
土
史
の
学
習
の
重
要
さ
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
も
強
調
さ
れ
て
き
た
し
、
教
材
と
し

て
の
副
読
本
も
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
私
の
見
る
と

こ
ろ
で
は
必
ず
し
も
効
果
を
あ
げ
て
は
い
な
い
。
そ
の

原
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
紙
幅
が
な
い
の
で

私
の
期
待
す
る
地
域
学
習
の
骨
組
を
記
す
に
と
ど
め
た

い
。
地
域
学
習
は
社
会
科
学
習
の
総
ま
と
め
の
位
置
に

お
く
。
歴
史
・
地
理
・
政
治
・
経
済
の
各
分
野
の
学
習

を
関
連
さ
せ
綜
合
さ
せ
な
け
れ
ば
、
地
域
の
理
解
は
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
現
地
に
臨
ん
で
の
観
察

と
、
資
料
に
も
と
づ
く
調
査
と
を
む
す
び
つ
け
た
中
学

生
な
り
の
、
高
校
生
な
り
の
演
習
（
自
然
科
学
の
実
験

に
あ
た
る
）
の
役
割
を
も
た
せ
た
い
。
地
域
学
習
は
、

生
徒
に
郷
土
に
た
い
す
る
愛
情
を
育
て
る
た
め
に
あ
る

と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
大
部
分
は
、

社
会
に
出
て
横
浜
を
離
れ
る
の
で
あ
る
。
学
習
の
目
的

は
も
っ
と
大
き
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
こ

う
し
た
演
習
的
な
学
習
を
経
な
け
れ
ば
、
社
会
に
た
い

す
る
、
ま
た
住
民
自
治
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
に
た
い

す
る
主
体
的
認
識
の
基
礎
を
培
う
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
資
料
館
は
、
こ
の
学
習
の
た

め
の
教
材
と
し
て
の
歴
史
資
料
を
提
供
す
る
と
と
も
に

教
員
の
研
修
の
場
と
し
て
利
用
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
仕
事
を
行
う
に
は
、
そ
れ
に
相
応
す

る
施
設
・
人
員
・
予
算
を
心
要
と
す
る
。
本
市
百
年
の

計
の
た
め
に
、
市
当
局
に
思
い
き
っ
た
、
ま
た
き
め
こ

ま
か
な
配
慮
を
願
い
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
創
立
期
に

は
、
館
員
の
熱
意
が
と
く
に
求
め
ら
れ
る
。
資
料
館
・

文
書
館
の
関
係
者
で
組
織
さ
れ
て
い
る
歴
史
資
料
保
存

利
用
機
関
連
絡
協
議
会
は
一
九
七
六
年
発
足
し
た
が
、

そ
の
創
立
大
会
で
の
討
論
を
も
と
に
し
て
青
山
孝
慈
氏

は
、
文
書
館
の
最
低
に
し
て
最
高
の
要
件
（
使
命
）
は
、

　
「
資
料
の
収
集
と
整
理
に
自
己
を
埋
没
し
て
悔
い
な
い

心
情
に
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
が
（
「
文
書
館
問
題
に
つ

い
て
」
『
地
方
史
研
究
』
一
四
〇
号
）
、
そ
う
し
た
人
材

を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
強
調
し
た
い
。

　
　
（
附
記
）
私
は
研
究
会
議
の
座
長
の
役
に
あ
る
が
。

　
本
稿
は
、
会
議
の
意
見
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い

　
た
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
個
人
の
見
解
と
し
て
書
い

　
た
の
で
あ
る
。
御
諒
解
い
た
だ
き
た
い
。
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料
館
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