
特
集
・
横
浜
の
公
共
交
通
③

民
営
鉄
道
の
経
営
と
課
題

今
城
光
英

一
―
は
じ
め
に

ニ
―
大
手
私
鉄
の
特
質

三
―
相
模
鉄
道
の
輸
送

四
―
相
模
鉄
道
の
経
営

五
―
私
鉄
と
自
治
体

一
―
は
じ
め
に

　
昨
年
の
十
一
月
二
十
八
日
の
参
議
院
で
国
鉄
改
革
関

連
の
八
法
律
が
可
決
、
成
立
し
た
。
国
鉄
の
分
割
・
民

営
化
で
従
来
の
わ
が
国
の
鉄
道
政
策
は
大
き
な
転
機
を

む
か
え
る
こ
と
と
な
り
、
法
律
上
も
国
鉄
と
私
（
民
）
鉄

の
区
別
は
消
滅
す
る
。
従
来
の
鉄
道
政
策
は
鉄
道
の
敷

設
権
は
基
本
的
に
国
に
属
す
る
と
い
う
国
有
原
則
に
依

っ
て
お
り
、
私
鉄
は
、
「
但
シ
一
地
方
ノ
交
通
ヲ
目
的

ト
ス
ル
鉄
道
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
」
　
（
鉄
道
国
有
法
第

一
条
、
明
治
三
十
九
年
）
と
い
う
但
し
書
き
に
そ
の
存

在
の
根
拠
が
あ
っ
た
。
私
鉄
は
、
鉄
道
国
有
と
い
う
原

則
に
対
す
る
例
外
的
な
存
在
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
一

方
の
国
鉄
は
戦
後
改
革
で
公
共
企
業
体
と
な
っ
た
後
も

国
の
分
身
た
る
性
格
を
も
ち
つ
づ
け
て
き
た
。
公
営
の

鉄
道
は
、
国
私
二
分
法
の
法
制
か
ら
み
れ
ば
、
も
ち
ろ

ん
私
鉄
に
分
類
さ
れ
て
き
た
。

　
国
鉄
、
私
鉄
の
区
分
と
並
ん
で
、
法
制
上
に
は
鉄
道

と
軌
道
の
区
別
が
あ
る
。
軌
道
と
い
う
の
は
か
つ
て
の

市
電
の
よ
う
に
公
道
上
に
敷
設
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お

い
た
鉄
道
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
道
路
に
レ
ー

ル
を
敷
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
路
の
機
能
を
向
上
さ
せ

る
と
い
う
考
え
か
ら
、
鉄
道
当
局
と
並
ん
で
道
路
当
局

の
規
制
を
も
受
け
る
も
の
と
し
て
い
る
。
国
鉄
と
私
鉄

の
区
分
が
な
く
な
っ
て
、
従
来
か
ら
私
鉄
を
規
制
し
て

き
た
地
方
鉄
道
法
が
廃
止
さ
れ
、
鉄
道
事
業
法
と
い
う

新
し
い
法
律
に
一
本
化
さ
れ
る
が
、
一
方
で
鉄
道
と
軌

道
の
法
制
上
の
区
分
は
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
な
り
、

軌
道
に
つ
い
て
は
あ
い
か
わ
ら
ず
軌
道
法
と
い
う
古
い

法
律
が
そ
の
規
制
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ニ
―
大
手
私
鉄
の
特
質

　
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ツ
ク
後
の
大
企
業
批
判
の
風
潮
の
中

で
、
大
手
私
鉄
各
社
は
厳
し
い
世
論
の
批
判
を
浴
び
た
。

批
判
は
旅
客
運
賃
の
改
定
に
関
す
る
も
の
が
多
か
っ
た

が
、
よ
り
根
本
的
に
は
兼
業
に
か
か
わ
る
そ
の
経
営
姿

勢
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。
百
貨
店
や
不
動
産
で
儲
け
な

が
ら
。
鉄
道
が
赤
字
だ
か
ら
と
い
っ
て
運
賃
を
改
定
す

る
の
は
不
合
理
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
鉄
道
は
相

対
的
に
収
益
性
が
低
い
た
め
に
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
投
資
を
十
分
に
行
わ
ず
、
そ
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の
た
め
に
依
然
と
し
て
通
勤
難
が
解
消
さ
れ
な
い
で
い

る
。
こ
れ
は
企
業
の
社
会
的
責
任
を
全
う
し
な
い
怠
慢

に
そ
の
原
因
が
あ
る
。
こ
う
い
う
趣
旨
の
も
の
が
多
か

っ
た
。
こ
れ
ら
の
批
判
の
当
否
は
別
と
し
て
、
そ
の
対

象
が
大
手
私
鉄
の
経
営
多
角
化
と
そ
の
資
源
配
分
に
向

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
大
手
私
鉄
は
多
角
化
に
よ
っ
て
成
長
し
た
企
業
で
あ

る
。
多
角
化
そ
の
も
の
は
戦
前
か
ら
み
ら
れ
た
が
、
戦

前
に
お
け
る
そ
れ
は
む
し
ろ
本
業
の
需
要
を
創
出
す
る

面
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
兼
業
そ
の
も
の
の
展
開
を
目

的
と
し
た
多
角
化
は
、
戦
後
の
高
度
成
長
期
に
本
格
化

し
た
。
戦
後
の
大
手
私
鉄
が
兼
業
の
中
に
活
路
を
見
い

出
し
だ
の
は
、
規
制
政
策
の
結
果
と
し
て
本
業
の
収
益

率
が
低
下
し
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
人
口
の
大
都
市

集
中
を
背
景
と
し
て
、
兼
業
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
不

動
産
業
が
急
成
長
を
示
し
た
。

　
規
制
の
側
面
で
は
、
戦
時
統
制
の
交
通
調
整
中
で
各

社
の
地
域
的
な
基
盤
が
保
障
さ
れ
て
き
た
。
戦
時
統
制

は
陸
上
交
通
事
業
調
整
法
を
根
拠
と
し
て
地
域
ブ
ロ
ッ

ク
別
の
私
的
統
合
を
促
進
し
た
。
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
区

割
り
は
終
戦
後
一
部
に
修
正
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で

も
基
本
的
に
現
在
の
大
手
私
鉄
各
社
の
配
置
を
規
定
す

る
役
割
を
果
た
し
た
。
多
角
化
戦
略
の
端
緒
は
鉄
道
サ

ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
の
と
同
じ
地
域
に
常
住
す
る
顧
客

に
対
し
て
、
市
場
関
連
の
多
角
化
を
進
め
る
と
こ
ろ
に

み
ら
れ
た
。
「
地
域
独
占
」
と
い
う
や
や
曖
昧
な
概
念

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
大
手
私
鉄
の
特
徴
は
こ
の

市
場
関
連
の
多
角
化
と
い
う
考
え
方
で
言
い
直
す
こ
と

が
で
き
る
。
市
場
関
連
と
い
う
の
は
同
一
の
顧
客
群
に

対
し
て
、
多
様
な
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
行
う
多
角

化
の
こ
と
で
、
こ
れ
に
対
し
て
製
造
業
な
ど
に
よ
く
み

ら
れ
る
技
術
関
連
の
多
角
化
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
私

鉄
の
市
場
関
連
の
多
角
化
を
成
功
さ
せ
た
要
因
は
少
な

く
と
も
二
つ
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
独
禁
法
の
適
用
除

外
を
受
け
て
い
る
鉄
道
業
に
従
事
す
る
企
業
の
経
営
多

角
化
に
対
し
て
、
独
禁
法
上
の
厳
し
い
規
制
が
存
在
し

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
多
角
化
展
開
を

進
め
る
私
鉄
経
営
者
の
創
出
と
補
充
が
み
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
多
角
化
の
中
に
企
業
の
活
路
を
み
い
だ
し
、

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
の
は
、
阪
急
の

小
林
一
三
、
東
急
の
五
島
慶
太
、
あ
る
い
は
西
武
の
堤

康
次
郎
ら
で
あ
っ
た
。

　
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
後
十
数
年
の
時
の
経
過
の
中
で
、

大
手
私
鉄
に
対
す
る
世
間
の
評
価
は
大
き
く
変
わ
っ
て

き
た
。
一
九
六
四
年
か
ら
赤
字
経
営
に
転
落
し
た
国
鉄

の
経
営
が
、
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
段
階
に
な
っ
て

毎
年
一
兆
円
規
模
の
赤
字
を
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
同
じ
業
種
で
あ
る
私
鉄
の
経
営
が
に
わ
か

に
注
目
さ
れ
た
。
た
だ
、
国
鉄
と
私
鉄
の
官
民
比
較
は

そ
の
立
地
条
件
の
相
違
を
ど
う
み
る
か
に
よ
っ
て
結
果

が
異
な
っ
て
く
る
。
安
易
な
比
較
で
あ
れ
こ
れ
と
論
じ

る
こ
と
は
当
を
得
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
る

が
、
都
市
住
民
の
目
に
は
、
運
賃
・
サ
ー
ビ
ス
の
両
面

に
お
い
て
国
鉄
の
非
効
率
と
私
鉄
の
効
率
的
な
運
営
が

対
照
的
に
う
つ
っ
た
。
行
監
の
報
告
『
国
鉄
の
現
状
と

問
題
点
―
設
備
投
資
・
要
員
管
理
を
中
心
と
し
て
―
』

　
（
一
九
八
四
年
二
月
）
や
国
鉄
自
身
の
監
査
報
告
（
一

九
七
七
年
度
）
に
お
い
て
も
、
生
産
性
比
較
の
結
果
と

し
て
私
鉄
の
優
位
が
示
さ
れ
た
。

　
諸
外
国
の
関
心
も
に
わ
か
に
日
本
の
大
手
私
鉄
に
集

ま
っ
て
き
た
。
一
九
八
一
年
九
月
に
開
か
れ
た
「
都
市

交
通
の
新
し
い
方
向
:
日
米
比
較
調
査
と
交
換
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
　
（
日
本
国
際
文
化
会
館
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ソ
サ

エ
テ
ィ
ー
共
催
）
で
、
ア
メ
リ
カ
チ
ー
ム
は
わ
が
国
の

大
手
私
鉄
の
経
営
と
そ
の
成
果
に
大
き
な
関
心
を
示
し

た
。
ハ
レ
・
Ｗ
・
デ
モ
ロ
、
マ
ス
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
誌
編

集
委
員
は
「
米
国
で
も
多
く
の
都
市
で
、
電
鉄
会
社
の

手
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
”
ｔ
ｒ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｙ
　
ｓ
ｕ
ｂ
ｕ
ｒ
ｂ
ｓ
”
が
開
発

さ
れ
た
。
し
か
し
日
本
で
は
、
こ
の
技
術
を
芸
術
的
領

域
に
ま
で
高
め
て
い
る
」
と
の
べ
、
他
の
メ
ン
バ
ー
も
異

口
同
音
に
わ
が
国
の
大
手
私
鉄
を
誉
め
あ
げ
た
。
イ
ギ

リ
ス
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
も
ま
た
わ
が
国
の
大
手
私
鉄

に
注
目
す
る
な
ど
赤
字
に
悩
む
諸
外
国
の
公
営
都
市
交

通
の
現
実
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
魅
力
的
な
事

柄
に
み
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　
首
都
圏
の
鉄
軌
道
全
体
の
輸
送
量
に
お
け
る
私
鉄
の

分
担
率
は
三
九
・
五
％
を
し
め
て
い
る
（
人
員
ベ
ー
ス
、

一
九
八
三
年
度
値
）
。
同
じ
く
国
鉄
が
三
九
・
〇
％
、
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地
下
鉄
が
二
一
・
一
％
、
路
面
電
車
が
〇
・
四
％
と
な

っ
て
い
る
。
都
市
交
通
に
果
た
す
私
鉄
の
役
割
が
相
当

に
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
キ
ロ
ベ
ー
ス

の
値
で
比
べ
れ
ば
、
も
う
少
し
国
鉄
の
分
担
率
が
高
く

な
り
、
そ
の
反
対
に
地
下
鉄
の
比
率
が
下
が
る
は
ず
で

あ
る
。

三
―
相
模
鉄
道
の
輸
送

　
私
鉄
の
具
体
的
な
姿
を
横
浜
に
起
点
を
も
つ
相
模
鉄

道
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
相
鉄
は
一
般
に
、
新
京
成

電
鉄
、
神
戸
電
鉄
、
山
陽
電
鉄
な
ど
と
と
も
に
大
都
市

中
小
私
鉄
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
相
鉄
に
限
っ

て
そ
の
実
態
は
他
の
大
手
私
鉄
と
ま
っ
た
く
遜
色
の
な

い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
相
鉄
線
の
輸
送

量
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

　
戦
後
二
十
三
年
間
の
輸
送
量
の
推
移
を
旅
客
輸
送
密

度
の
値
で
図
―
１
に
示
し
た
。
旅
客
輸
送
密
度
と
い
う

の
は
輸
送
人
キ
ロ
を
営
業
キ
ロ
で
除
し
、
一
日
当
た
り

の
値
で
示
し
た
も
の
（
平
均
通
過
人
員
）
で
、
営
業
キ

ロ
の
異
な
る
線
区
相
互
の
比
較
を
す
る
際
に
重
宝
な
指

標
で
あ
る
。
こ
の
値
が
四
、
〇
〇
〇
人
未
満
の
国
鉄
の

ロ
ー
カ
ル
線
に
つ
い
て
、
ち
ょ
う
ど
い
ま
バ
ス
転
換
が

図
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
使
わ
れ
方
も
す
る
数
値

で
あ
る
。

　
図
―
１
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
相
鉄
の
戦
後
の

輸
送
密
度
の
ト
レ
ン
ト
は
、
小
田
急
電
鉄
の
全
線
値

　
（
除
モ
ー
レ
ー
ル
）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
戦
後
に
お

け
る
首
都
圏
の
大
手
私
鉄
の
会
社
別
に
み
た
輸
送
密
度

は
、
伸
び
率
、
値
と
も
小
田
急
が
最
高
で
あ
る
。
会
社

別
で
は
な
く
線
別
に
み
た
場
合
に
は
お
そ
ら
く
東
京
急

行
の
東
横
線
が
ト
ッ
プ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
首
都

圏
の
大
手
各
社
に
は
南
西
部
の
四
社
と
北
側
の
三
社
の

間
に
か
な
り
大
き
な
輸
送
量
の
格
差
が
あ
る
た
め
そ
の

平
均
値
は
図
―
１
に
示
し
た
よ
う
に
一
二
万
二
、
〇
〇

〇
人
ほ
ど
に
な
る
。
相
鉄
は
二
〇
万
二
、
〇
〇
〇
人
の

レ
ベ
ル
に
あ
る
か
ら
、
大
手
の
平
均
の
約
一
・
七
倍
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
同
類
と
み
ら
れ
て
い
る
新
京
成
や

山
陽
と
は
三
～
五
倍
も
の
開
き
が
あ
る
。

　
今
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
相
鉄
線
が
一
九

六
〇
年
代
の
早
い
時
期
か
ら
輸
送
量
の
急
増
を
み
せ
て

い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
線
区
の
特
性
が
東
京
南
西

部
の
大
手
各
社
の
そ
れ
と
歴
史
的
に
も
ほ
と
ん
ど
違
い

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
田
急
と
同
じ
高
水
準

の
輸
送
密
度
は
、
ど
の
よ
う
な
旅
客
の
流
れ
に
よ
っ
て

つ
く
り
出
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
れ
を
図
―
２
で
み
て
お

こ
う
。
図
―
２
に
示
し
た
旅
客
流
動
の
概
要
は
駅
間
通

過
人
員
を
グ
ラ
フ
の
幅
で
表
わ
し
て
い
る
。
各
駅
間
の

刻
み
は
わ
ず
ら
わ
し
い
の
で
主
要
駅
間
を
適
当
に
簡
略

図―1　旅客輸送密度の推移

図―2　旅客流動の概略
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化
し
て
あ
る
。
支
線
や
他
線
と
の
直
通
客
、
乗
換
え
客

は
主
な
方
向
を
矢
印
の
幅
で
示
し
て
あ
る
。

　
横
浜
で
は
約
五
五
％
の
旅
客
が
他
線
に
乗
り
継
い
で

い
る
。
そ
の
う
ち
の
大
宗
は
国
鉄
と
東
横
線
で
東
京
方

面
へ
向
か
う
旅
客
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
全
体
の
四
一
％

を
し
め
る
。
一
方
、
横
浜
で
の
自
駅
乗
降
客
は
四
五
％

で
、
こ
れ
に
他
社
線
下
り
方
向
の
乗
継
客
を
合
わ
せ
る

と
全
体
の
五
六
％
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
他
社
線
の

下
り
方
向
は
お
お
む
ね
神
奈
川
県
内
で
あ
る
か
ら
、
相

鉄
線
沿
線
か
ら
発
生
す
る
旅
客
は
、
横
浜
で
東
京
方
面

と
横
浜
市
を
中
心
と
す
る
神
奈
川
県
内
に
ほ
ぼ
二
等
分

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
終
点
寄
り
の
大
和
で
小
田
急
江
の
島
線
と
乗
り
継
ぐ

旅
客
と
、
や
は
り
海
老
名
で
小
田
急
線
と
乗
り
継
ぐ
旅

客
は
ほ
ぼ
同
じ
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
二
、
〇
〇
〇
万
人
（
年

間
）
前
後
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
旅
客

数
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
方
面
別
に
み
る
と
、
江
の
島
線

で
は
新
宿
方
と
江
の
島
方
に
ほ
ぼ
二
等
分
さ
れ
、
小
田

原
線
で
は
九
割
が
小
田
原
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
旅
客
の
流
れ
は
、
江
の
島
線
沿
線
と
厚
木
方

面
の
県
の
中
央
部
か
ら
横
浜
へ
出
る
パ
イ
プ
と
し
て
相

鉄
線
が
機
能
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
小
田
急
の
ピ
ー
ク
時
に
お
け
る
起
点
側

で
の
輸
送
力
不
足
の
結
果
と
し
て
、
東
京
へ
向
か
う
旅

客
の
一
部
が
オ
ー
バ
ー
・
フ
ロ
ー
と
し
て
、
相
鉄
線
、
国

鉄
線
経
由
を
選
択
し
て
い
る
と
い
う
要
素
も
あ
る
。
こ

の
現
象
は
小
田
急
の
複
々
線
化
投
資
の
進
捗
に
よ
っ
て

あ
る
い
は
解
消
さ
れ
る
性
格
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
大
和
や
海
老
名
と
い
う
終
点
側
で
小
田
急
線
が
接
続

し
て
い
る
こ
と
が
相
鉄
線
の
立
地
を
有
利
な
も
の
に
し

て
い
る
。
終
点
側
か
ら
も
乗
継
客
が
確
保
さ
れ
る
こ
と

に
加
え
て
、
本
線
の
営
業
キ
ロ
が
僅
か
に
二
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
足
ら
ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
起
点
側
と
終
点
側
の

通
過
旅
客
数
の
比
率
は
九
対
二
程
度
の
差
に
お
さ
ま
っ

て
い
る
。
全
線
に
わ
た
っ
て
不
採
算
区
間
が
な
い
の
が

強
み
で
あ
る
。
い
ず
み
の
線
は
ま
だ
あ
ま
り
太
い
流
れ

に
は
育
っ
て
い
な
い
。
い
ず
み
の
線
に
ど
れ
だ
け
旅
客

を
定
着
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が

今
後
の
相
鉄
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

四
―
相
模
鉄
道
の
経
営

　
事
業
別
に
み
た
売
上
高
の
構
成
を
図
―
３
に
示
し

た
。
鉄
道
の
占
め
る
割
合
が
二
三
％
、
バ
ス
が
九
％
、
不

動
産
が
四
六
％
、
砂
利
と
石
油
で
二
二
％
と
い
う
割
合

に
な
っ
て
い
る
。
相
鉄
は
不
動
産
の
割
合
が
高
い
の
が

特
徴
で
あ
る
。
砂
利
と
石
油
で
ほ
ぼ
鉄
道
に
匹
敵
す
る

だ
け
の
売
上
げ
が
あ
る
。
バ
ス
の
規
模
は
あ
ま
り
大
き

く
な
い
。
事
業
別
に
み
た
営
業
利
益
の
構
成
を
図
―
４

に
示
し
た
。
こ
こ
か
ら
主
な
収
益
源
が
不
動
産
と
鉄
道

に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
七
〇
年
代
以
降
営
業
収
支
率

は
不
動
産
で
だ
い
た
い
七
〇
％
前
後
、
鉄
道
で
八
〇
％

前
後
を
維
持
し
て
き
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
砂
利
は
僅
か
な
黒
字
に
す
ぎ
ず
ほ
ぼ

収
支
均
衡
を
保
っ
て
い
る
。
相
鉄
は
も
と
も
と
河
川
砂

利
の
搬
出
を
主
な
目
的
と
し
て
敷
設
さ
れ
た
鉄
道
で
あ

っ
た
。
戦
時
中
の
交
通
統
制
下
で
は
鉄
道
の
経
営
を
東

京
急
行
に
委
託
し
て
文
字
通
り
の
砂
利
会
社
と
し
て
存

続
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
砂
利
業
の
兼
業
は
相
鉄
に

と
っ
て
由
緒
あ
る
事
業
で
あ
る
が
、
す
で
に
採
堀
を
子

図―3　売上高と事業別構成比の推移図―4　事業別営業利益の推移

22調査季報92―87.

1



会
社
に
移
管
し
、
し
か
も
沿
線
地
域
を
離
れ
た
事
業
展

開
が
す
す
ん
で
い
る
。
バ
ス
業
は
赤
字
基
調
で
あ
る
。

か
つ
て
相
模
鉄
道
は
乗
合
バ
ス
を
兼
営
し
て
い
た
が
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
戦
時
統
合
で
神
奈
川
中
央
交
通
に
譲

っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
現
在
の
事
業
は
戦
後
の
五
〇
年

以
降
鉄
道
沿
線
で
新
た
に
は
じ
め
た
も
の
に
限
ら
れ
て

い
る
。
神
奈
中
や
市
営
バ
ス
の
路
線
に
狭
ま
れ
て
、
規

模
は
小
さ
く
「
鉄
道
援
護
」
の
端
末
的
な
機
能
に
徹
し

て
い
る
。

　
相
鉄
の
兼
業
で
成
功
を
収
め
た
の
は
不
動
産
で
あ

る
。
不
動
産
部
門
は
鉄
道
の
二
倍
以
上
の
営
業
利
益
を

コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
あ
げ
て
い
る
。
不
動
産
に
は
分
譲
と

賃
貸
が
あ
る
が
、
安
定
し
た
賃
貸
部
門
の
ウ
ェ
イ
ト
が

高
い
こ
と
が
特
徴
と
い
え
る
。
売
上
高
で
み
て
賃
貸
収

入
は
不
動
産
収
入
全
体
の
約
半
分
を
占
め
て
い
る
（
図

―
５
）
。

　
相
鉄
の
経
営
す
る
賃
貸
ビ
ル
は
二
〇
近
く
あ
る
が
、

そ
の
中
の
主
力
は
横
浜
西
口
の
新
相
鉄
ビ
ル
（
ジ
ョ
イ

ナ
ス
）
で
あ
る
。
面
積
比
で
み
て
ジ
ョ
イ
ナ
ス
は
賃
貸

施
設
全
体
の
約
七
割
を
し
め
て
い
る
。
賃
貸
収
入
の
大

方
は
こ
の
ビ
ル
で
発
生
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

　
相
鉄
は
五
〇
年
代
か
ら
横
浜
西
口
の
開
発
を
て
が

け
、
東
口
と
く
ら
べ
て
き
わ
だ
っ
た
商
業
施
設
の
集
積

を
実
現
し
て
き
た
。
従
来
の
西
口
は
運
河
、
倉
庫
、
貯
木

場
な
ど
の
土
地
利
用
が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
地
域
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
商
業
地
区
に
再
開
発
し
た
の
は
も

っ
ぱ
ら
相
鉄
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
相
鉄
に

と
っ
て
最
大
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
は
横
浜
に
あ
る
。

し
か
し
、
元
来
、
相
鉄
の
前
身
で
あ
る
神
中
鉄
道
は
横

浜
に
十
分
な
土
地
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
横
浜
駅

へ
の
神
中
線
の
乗
り
入
れ
は
、
国
鉄
線
を
借
り
て
単
線

で
行
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
西
口
の
ビ
ル
用
地
は
相
鉄

が
戦
後
の
二
十
七
年
に
な
っ
て
新
規
に
買
収
し
た
も
の

に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
の
と
き
鉄
道
は
横
浜
寄
り

に
ま
だ
単
線
区
間
を
残
し
て
い
た
。
思
い
き
っ
た
土
地

の
買
収
が
、
後
の
相
鉄
に
不
動
産
賃
貸
の
収
益
源
を
与

え
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

賃
貸
ビ
ル
に
は
横
浜
高
島
屋
が
キ
ー
テ
ナ
ン
ト
と
し

て
入
居
し
た
。
商
業
施
設
と
し
て
は
横
浜
高
島
屋
、
ジ

ョ
イ
ナ
ス
専
門
店
街
の
他
、
三
越
横
浜
店
、
ザ
・
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
、
シ
ァ
ル
、
ル
ミ
ネ
、
ポ
ル
タ
な
ど
が
集
積

じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
五
年
九
月
に
な
っ
て
東
口
に
新

た
に
横
浜
そ
ご
う
が
出
店
し
た
た
め
、
「
横
浜
戦
争
」

と
よ
ば
れ
る
大
型
店
同
士
の
競
争
が
は
じ
ま
っ
た
。
横

浜
そ
ご
う
は
広
い
売
場
面
積
を
も
つ
百
貨
店
で
そ
ご
う

グ
ル
ー
プ
の
戦
略
的
な
拠
点
で
も
あ
る
。
大
型
店
数
店

間
の
競
争
と
は
い
え
、
そ
ご
う
の
相
手
と
な
っ
て
迎
え

撃
つ
の
は
実
質
的
に
高
島
屋
で
あ
っ
た
。
「
横
浜
戦
争
」

は
東
口
対
西
口
の
「
東
西
戦
争
」
の
様
相
を
呈
し
、
テ

ナ
ン
ト
の
高
島
屋
は
も
と
よ
り
相
鉄
と
し
て
も
ビ
ル
の

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
取
り
組
む
な
ど
し
て
競
争
力
を
高
め

た
。
そ
ご
う
の
進
出
で
従
来
に
比
べ
て
競
争
的
な
環
境

が
強
ま
っ
た
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
商
業
集
積
地

区
の
中
心
に
あ
る
新
相
鉄
ビ
ル
の
立
地
上
の
優
位
性
も

ま
た
同
じ
よ
う
に
強
ま
っ
て
い
る
。

　
相
鉄
ジ
ョ
イ
ナ
ス
全
体
の
売
上
高
（
賃
貸
料
で
は
な

い
）
は
、
年
間
で
四
八
一
億
円
に
の
ぼ
る
（
一
九
八
四

年
）
。
相
鉄
の
鉄
道
の
営
業
収
入
は
同
じ
く
一
六
五
億

円
で
あ
る
。
ジ
ョ
イ
ナ
ス
は
鉄
道
の
三
倍
に
も
の
ぼ
る

売
上
げ
を
誇
っ
て
い
る
わ
け
で
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
デ
パ

ー
ド
の
も
つ
う
ま
味
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
い
る
。

相
鉄
の
筆
頭
株
主
は
小
田
急
電
鉄
で
、
そ
の
持
株
比

率
は
九
・
六
％
で
あ
る
。
小
田
急
か
ら
は
複
数
の
役
員

が
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
相
鉄
を
小

田
急
系
と
み
る
人
は
い
な
い
。
独
立
系
で
あ
る
相
鉄
は

自
ら
企
業
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
全

体
の
売
上
高
は
年
額
で
二
、
〇
〇
〇
億
円
を
こ
え
て
い

る
。
グ
ル
ー
プ
全
体
に
し
め
る
電
鉄
本
社
の
売
上
高
の

割
合
は
三
三
％
ほ
ど
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
各
社
の
事
業

範
囲
は
、
物
販
、
砂
利
採
取
、
建
設
、
旅
行
、
飲
食
、

図―5　不動産売上高の推移
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タ
ク
シ
ー
な
ど
に
お
よ
ん
で
い
る
が
、
多
角
化
の
範
囲

は
そ
れ
ほ
ど
広
い
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
手
堅
さ
が
め

だ
っ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
と
電
鉄
本
社
の
売
上
高
を
大

手
各
社
と
比
べ
れ
ば
、
図
―
６
の
と
お
り
で
あ
る
。
京

急
グ
ル
ー
プ
な
ど
と
の
間
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
規
模

の
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。
経
営
成
果
を
示
す
指
標
で
あ

る
経
常
利
益
の
金
額
を
大
手
各
社
と
比
較
す
れ
ば
図
―

７
の
と
お
り
で
あ
る
。
相
鉄
は
単
独
の
経
常
利
益
で
京

王
帝
都
を
上
ま
わ
り
、
京
浜
急
行
と
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル

に
あ
る
。
連
結
で
み
て
も
京
王
グ
ル
ー
プ
あ
た
り
よ
り

は
上
位
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
輸
送
量
か
ら
み
て
も

経
営
成
果
か
ら
み
て
も
大
手
各
社
と
同
じ
水
準
に
達
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

五
―
私
鉄
と
自
治
体

　
東
京
で
初
め
て
近
代
的
な
都
市
交
通
機
関
が
成
立
し

た
の
は
一
八
八
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
株
式
会
社
形
態

の
私
企
業
で
あ
る
東
京
馬
車
鉄
道
が
開
業
し
た
。
そ
の

後
、
東
京
馬
車
の
電
化
を
含
め
て
三
社
が
電
気
軌
道
会

社
と
し
て
成
立
し
、
私
的
統
合
を
経
て
一
九
一
一
年
に

東
京
市
に
よ
っ
て
公
有
化
さ
れ
た
。
横
浜
で
は
一
九
〇

四
年
に
横
浜
電
気
鉄
道
が
開
業
し
、
こ
れ
を
一
九
二
一

年
に
公
有
化
し
て
市
電
が
成
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
今

世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
六
大
都
市
の
市
内
の
電
気
軌
道

は
公
有
化
さ
れ
市
営
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

郊
外
の
鉄
軌
道
は
国
鉄
を
別
と
す
れ
ば
主
と
し
て
私
企

業
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、
経
営
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う

ち
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
積
極
的

に
設
備
投
資
を
実
行
し
た
企
業
が
、
ラ
ピ
ッ
ド
・
ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
と
よ
ば
れ
る
都
市
交
通
機
関
と
し
て
有
効
な

高
速
電
車
に
脱
皮
し
て
い
っ
た
。
一
九
四
〇
年
代
に
は

こ
こ
で
成
立
し
た
私
鉄
各
社
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、

交
通
調
整
と
統
合
政
策
が
実
行
に
移
さ
れ
る
。
市
営
の

交
通
機
関
は
路
面
電
車
を
そ
の
主
力
と
し
て
お
り
、
高

速
化
の
投
資
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
関
東
大
震
災
後
は

市
営
バ
ス
の
拡
大
に
も
力
が
注
が
れ
た
が
、
い
ず
れ
に

し
ろ
都
市
中
心
部
の
市
内
交
通
を
そ
の
サ
ー
ビ
ス
・
エ

リ
ア
と
し
た
。
交
通
調
整
に
あ
た
っ
て
、
例
え
ば
東
京

市
は
自
治
体
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
あ
る
い
は
市
営
の

交
通
事
業
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
積
極
的
な
発
言
を
行

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
下
鉄
が
営
団
に
統
合
さ
れ
た

こ
と
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
東
京
市
の
考

え
る
よ
う
な
公
的
一
元
化
に
は
む
か
わ
な
か
っ
た
。
五

島
慶
太
や
根
津
嘉
一
郎
ら
に
代
表
さ
れ
る
私
鉄
経
営
者

の
意
向
と
い
う
も
の
が
確
立
す
る
一
方
で
、
国
鉄
は
交

通
調
整
は
も
と
よ
り
都
市
交
通
サ
ー
ビ
ス
そ
の
も
の
に

そ
れ
ほ
ど
の
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
諸
外
国
の
都
市
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、

そ
れ
を
表
―
１
に
整
理
し
て
み
た
。
ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
東
京
・
横
浜
を
比
較

し
て
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
一
八
七
〇
年
か
ら
八
〇
年

代
に
か
け
て
路
面
電
車
会
社
が
多
数
設
立
さ
れ
た
が
、

一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
地
下
鉄
企
業
集
団
と
ロ
ン
ド
ン

公
共
乗
合
の
二
社
に
私
的
統
合
が
進
ん
だ
。
こ
れ
ら
の

都
市
交
通
企
業
は
一
九
三
三
年
に
公
有
化
さ
れ
、
パ
プ

リ
ッ
ク
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
公
共
企
業
体
）
の
運

図―6　グループ売上高の比較(昭和58年度)図―7　連結・単独別経常利益の比較(昭和58年度)
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ロンドン パリ ﾉヽンブルク ニューヨーク 東京・横浜

1883　メトロポリタン鉄
　道、パディントン～フ
　アーリングトン・スト
　リ-ト間）開通

1870　路面軌道会社多数
　設立

1890　シティ・アンド・
　サウスロンドン鉄道、
　電気動力の地下鉄を開
　通、後地下鉄13社に

1891　ロンドン府議会、
　路面軌道の買収を決
　定、以後公営化が進む

1900　多数の乗合バス会
　社のロンドン一般乗合
　（ＬＧＯＣ）への統合が
　進む

1909～1915　ロ ンドン地
　下鉄企業集団形成、地
　下鉄・バスの統合進む

1922　小規模バス会社が
　群立して競争激化

1924　ロンドン交通法に
　よりバスと路面電車の
　調整をはかる

1930　地下鉄とバスは、
　ロンドン公共乗合（Ｌ
　ＰＯＣ）と地下鉄企業
　集団への合併が進む

1933　ロンドン旅客運輸
　委員会（ＬＰＴＢ）設

　立（鉄道、バス、トロ
　リーバズの統合と４大
　鉄道との共同運賃制）
　ＬＰＴＢは公共企業体
　の嚆矢

1948　イギリス運輸委員
　会（ＢＴＣ）内にロン
　　ドン運輸経営委員会設
　置（ＬＰＴＢ廃止）

1962　ロンドン運輸公社
　設立（ＬＴＢ）（ＢＴＣ
　は解体）

1966　ロンドン以外にリ
　バプール、マンチェス
　ター、バ―ミンガム、
　ニューカッスルが旅客
　運輸地域に指定され、
　管理委員会（ＰＴＡ）
　と運営公社（ＰＴＥ）
　設置

1970　L T B が大ロンド
　ン市（ＧＬＣ）へ委譲

　され、ロンドン運輸運
　営公社（LTE）設置

1896　メ トロポリタン鉄
　道、パリ市の援助を得
　にて地下鉄道を開通

･1898　路面電車が出現
　　（私営）

1910　南北鉄道（私営、
　地下鉄）開通

1930　メトロポリタン鉄
　道と南北鉄道が合併

1937・1938　市内市外の
　路面電車廃止、バス化
　　（パリ地方公共乗合の
　路線がふえる）

1941　パリ地方公共乗合
　がメトロポリタン鉄道
　に合併

1948　パリ運輸公社（Ｒ
　ＡＴＰ）設立、メトロ
　ポリタン鉄道の鉄道、
　バスを公営化

1959　パリ運輸調整機構
　（ＳＴＰ）を設置（ＲＡ
　ＴＰの地下鉄とバス、
　国鉄のパリ郊外線、郊
　外私営バス、小私鉄を
　対象とする公共企業
　体）

1961　新線建設補助制度
　新設

1870～　ハンブルク・ア
　ルトナ間鉄道開通、以
　後高架鉄道などが開通

1918　ハンブルク高架鉄
　道（ＨＨＡ）成立、高

　架鉄道、地下鉄道、路
　面交通の多くの会社を
　統合、HHAは市が株
　式の過半を取得

1955～　Uバーン路線網

　の拡大に着手　都市域

　の拡大に伴って、公共

　交通のシェア低下

1965　ハンブルク運輸連

　合（ＨＶＶ）が発足、

　ハンブルク高架鉄道

　（地下鉄、路面電車、

バス、船舶）、ドイツ

　連邦鉄道（Ｓバーン６

　線、バス４線）、ハン

　ブルク・ホルシュイタ

　ン交通（近郊バス）が

　参加

1966　H V V に追加参加

　アルトナ・カルテンキ

　ルヘン・ノイミュンス

　ター鉄道、アルスター

　北部鉄道、エルムスホ

　ン・バルムシュテット

　・オルデスロエル鉄道

1966　都市交通企業が赤

　字基調に転落、政府の

　都市交通改善財政援助

　はじまる

1967　HVVに追加参加

　ドイツ連邦郵政庁（ポ

　ストバス２線）,港内汽

　船会社

1972～1975　ハンブルク
とベルリンの他、ミュ

　ンヘン、ジュイスブル
　ク、ケルン、フランク

　フルト、シュツットガ
　ルトの諸都市にＳバー

　ンを建設

1976　ハンブルクにＳバ
　ーンの新線建設

1867　高架鉄道（私営）

　開通

1879　高架鉄道が普及し

　約130㎞に達する

1894　改正高速鉄道法の
　施行により、地下鉄建

　設の公的援助はじまる

1900　インターバーロウ

　高速鉄道、初の地下鉄

　道を開通（市の援助を

　受ける）（ＩＲＴ）

1908　ハドソン･アンド･

　マンハッタン鉄道開通

1921　ブルックリン・マ
　ンハッタン高速鉄道開

　通（ＢＭＴ）

1921　ニューヨーク州高

　速鉄道委員会（ＮＹＳ
　ＴＣ）を設置し一元化

　を検討する

1932　市営地下鉄(I N

　Ｄ）開通

1933　トリブロ・ブリッ
　ジ・アンド・トンネル

　公社（ＴＡＴＢ）設立

1940　ニューヨーク市高
　速鉄道機構（ＮＹＣＴ

　Ｓ）がI RT、ＢＭＴ、

　I NDを統合

1953　ニューヨーク市運

　輸公社（ＮＹＣＴＡ）

　にＮＹＣＴＳを改組

1962 ・ 1963　私企業の経

　営不振のため、公社に

　よるサービスの肩代り

　が進む、五番街乗含→

　マンハッタン･アンド･

　ブロンク路面運輸公社
　　（ＭａＢＳＴＯＡ）

　ハドソン・マンハッタ

　ン鉄道→ハドソン湾横
　断港湾公社（ＰＡＴＨ）、

　ニューヘブン鉄道→コ

　ネチカット運輸公社、

　エリ-ラッカワナ鉄道

　→ニュージャージー運
　輸公社

1968　ニューヨーク大都

　市通勤輸送公社（MC

　ＴＡ）がペンシルバニ

　ア鉄道からロングアイ

　ランド鉄道を買収

1969～1971　バルチモア
　アンド・オハイオ鉄道

　とペンセントラル鉄道

　のニューヘブン線、ハ
　ドソン・アンド・ハ－

　レム線を買収し、ステ

　イトン・アイランド高

　速鉄道運営公社（SI

　ＲＴＯＡ）その他で運

　営

　ＭＣＴＡが改組され各

　機関の調整機能をもつ

　ニューヨーク大都市運
　輸公社（ＭＴ Ａ）設立

1882　東京馬車鉄道開通

1900　東京馬車は品川馬
　車を合併のうえ、東京
　電車鉄道と改称

1903　東京電車鉄道と東
　京市街鉄道、それぞれ
　電化と開通

1904　横浜電気鉄道開通

1904　甲武鉄道市街線電
　化　東京電気鉄道開通

1906　電車、市街、電気
　の3社合併し、東京鉄
　道となる

1911　東京市、東京鉄道
　を買収し公営化

1921　横浜市、横浜電鉄
　を公営化

1922～　池上電気鉄道、
　目黒蒲田電鉄、小田原
　急行鉄道、西武鉄道な
　どの郊外電車開通　東
　京地下鉄道開通　省線
　山手線完成、省線電車
　運転区間拡大　東武鉄
　道、武蔵野鉄道電化

1938　陸上交通事業調整
　法公布

1941　帝都高速度交通営
　団成立

1942　東京市、旧市内路
　面交通８社を統合し公
　営化東京急行電鉄成
　立市内と郊外の地域別
　勢力分野ほぼ決まる

1954　営団地下鉄丸の内
　線開通

1959　横浜市営トロリー
　バス開通

1960　都営地下鉄１号線
　開通、相互乗入れ開始

1961　大手私鉄の輸送力
　増強計画事業はじまる

1964　東京モノレール羽
　田線開通

1964～1972　営団日比谷
　線、東西線、千代田線、
　都営６号線など地下鉄
　の建設がすすむ

1964～1982　首都圏の国
　鉄、「通勤五方面作戦」
　を展開し、線増を図る

1972　横浜市電とトロリ
　ーバス廃止、市営地下
　鉄開通

1972　鉄建公団法が一部
　改正され、私鉄の工事
　に政府資金が導入され
　る（低利長期）

1972　都電の廃止、撤去
　がほとんど終了

1972　東京急行電鉄によ
　る地下鉄新玉川線開通

表―1　私鉄を中心とした都市交通のあゆみ
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営
に
移
っ
た
。
幹
線
鉄
道
と
の
間
で
は
共
通
運
賃
制
が

と
ら
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
パ
リ
で
は
、
地
下
鉄
と
路
面
電
車
会
社
が
一
八
九
〇

牟
代
に
設
立
さ
れ
た
。
路
面
電
車
は
比
較
的
早
い
時
期

に
バ
ス
に
転
換
し
、
地
下
鉄
、
バ
ス
と
も
一
九
三
〇
年

代
に
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
鉄
道
と
パ
リ
地
方
公
共
乗
合

の
二
社
に
私
的
統
合
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
四

八
年
に
こ
れ
ら
が
公
営
化
さ
れ
て
、
パ
リ
運
輸
公
社

（
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
）
の
運
営
に
移
っ
た
。
一
九
五
九
年
に
は

Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｐ
と
国
鉄
の
パ
リ
郊
外
線
、
お
よ
び
残
存
す
る
郊

外
の
私
鉄
・
私
バ
ス
を
統
一
的
に
調
整
す
る
パ
リ
運
輸

調
整
機
構
（
Ｓ
Ｔ
Ｐ
）
が
つ
く
ら
れ
た
。

　
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
ベ
ル
リ
ン
と
な
ら
ん
で
ド
イ
ツ
の
都

市
の
中
で
都
市
交
通
の
形
成
が
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
一
九
世
紀
末
葉
以
来
、
私
鉄
の
高
架
鉄
道
や
地
下

鉄
が
開
通
し
た
が
、
一
九
一
八
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
高
架

鉄
道
（
Ｈ
Ｈ
Ａ
）
に
統
合
さ
れ
た
°
　
Ｈ
Ｈ
Ａ
は
株
式
会
社

形
態
で
は
あ
る
が
、
市
の
持
株
比
率
の
高
い
公
私
合
同

企
業
（
第
三
セ
ク
タ
ー
）
で
あ
る
。
戦
後
に
な
っ
て
公

共
交
通
機
関
の
地
盤
沈
下
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
な
か

で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
運
輸
連
合
（
Ｈ
Ｖ
Ｖ
）
が
つ
く
ら
れ
た
。

Ｈ
Ｖ
Ｖ
に
は
Ｈ
Ｈ
Ａ
と
ド
イ
ツ
連
邦
鉄
道
（
Ｓ
バ
ー
ン
と

バ
ス
）
、
残
存
す
る
私
鉄
、
私
バ
ス
、
ポ
ス
ト
・
バ
ス

が
参
加
し
た
。
運
輸
連
合
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
ｓ
ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｕ
ｎ
ｄ
）
は

各
機
関
を
一
元
的
に
運
営
す
る
権
限
を
も
つ
機
構
で
あ

り
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ほ
か
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
も
設
立
さ
れ
て
い
る
。

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
一
八
七
〇
年
代
に
高
架
鉄
道

が
多
く
建
設
さ
れ
、
私
企
業
の
地
下
鉄
も
一
九
三
〇

年
代
ま
で
に
三
社
が
開
業
し
た
。
こ
れ
ら
の
地
下
鉄

は
一
九
四
○
年
に
公
的
統
合
を
受
け
て
市
運
輸
公
社

　
（
Ｎ
Ｙ
Ｃ
Ｔ
Ａ
）
の
運
営
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
地
下

鉄
以
外
の
都
市
交
通
機
関
は
近
年
ま
で
私
企
業
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
て
き
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
経
営
不
振
と

な
っ
た
も
の
を
公
社
が
肩
が
わ
り
す
る
例
が
多
く
な
っ

た
。

　
各
都
市
と
も
都
市
鉄
道
の
建
設
に
は
私
鉄
が
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
事
業
運
営
で

は
ロ
ン
ド
ン
と
パ
リ
が
そ
れ
ぞ
れ
一
九
三
〇
年
代
と
四

〇
年
代
に
公
有
化
を
実
行
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
も
一
九

一
〇
年
代
の
統
合
が
半
公
有
化
と
で
も
い
う
べ
き
性
格

を
も
っ
た
。
東
京
・
横
浜
で
も
市
内
交
通
機
関
は
公
有

化
さ
れ
た
が
。
そ
の
範
囲
が
市
内
に
限
ら
れ
た
た
め
に
、

む
し
ろ
郊
外
で
は
私
鉄
各
社
に
独
占
的
な
地
域
が
保
障

さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
交
通
調
整
の
姿
は
、

ノ
ー
マ
ン
・
Ｈ
・
エ
マ
ー
ソ
ン
の
指
摘
す
る
官
僚
と
私

鉄
経
営
者
に
よ
る
共
同
の
産
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

に
お
け
る
連
続
性
の
確
保
で
あ
っ
て
、
異
な
る
経
営
主

体
の
間
に
お
け
る
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
の
改
善
が
望

ま
れ
て
い
る
。
大
阪
に
お
け
る
市
と
私
鉄
各
社
に
よ
る

統
一
コ
ー
ド
の
採
用
、
バ
ス
共
通
回
数
券
の
設
定
、
乗

継
運
賃
の
割
引
な
ど
い
く
っ
か
の
施
策
は
す
で
に
み
ら

れ
る
が
、
運
賃
プ
ー
ル
制
や
鉄
道
・
パ
ス
の
同
一
ホ
ー

ム
乗
り
換
え
な
ど
ま
だ
ま
だ
こ
の
面
で
は
欧
米
各
都
市

に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
い
。

　
今
一
つ
の
課
題
は
、
私
鉄
の
多
面
化
展
開
と
独
禁
法

規
制
の
あ
り
方
の
再
検
討
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
鉄
道

会
社
は
厳
し
い
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
に
よ
っ
て
、
日

本
の
私
鉄
の
よ
う
な
多
角
化
は
実
現
し
え
な
か
っ
た
。

い
ま
大
手
私
鉄
批
判
の
世
論
は
大
幅
に
後
退
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
理
論
的
な
検
討
は
十

分
に
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

（
注
１
）
「
日
米
交
流
都
市
交
通
レ
ポ
ー
ト
」
『
運
輸
と
経
済
』

　
　
　
　
一
九
八
二
年
六
月

（
注
２
）
『
都
市
交
通
年
報
』
昭
和
六
十
年
度
版
に
よ
る
。

（
注
３
）
『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
一
九
八
六
年
二
月
十
七
日
、
四

　
　
　
　
四
ペ
ー
ジ

（
注
４
）
拙
稿
「
相
模
鉄
道
の
事
業
と
経
営
」
「
鉄
道
ピ
ク
ト

　
　
　
　
リ
ア
ル
」
一
九
八
六
年
八
月
　
参
照

　
　
　
　
　
　
Λ
大
東
文
化
大
学
経
済
学
部
助
教
授
Ｖ
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う
（
注
１
）
Ｏ

都
市
交
通
機
関
と
し
て
の
私
鉄
を
育
て
て
き
た
わ
が

国
と
し
て
は
。
引
き
続
き
こ
の
成
果
を
充
実
し
た
も
の

と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
解
決

す
べ
き
課
題
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
機
関
間
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