
②
大
倉
山
記
念
館
の
保
存
と
活
用

斎
藤
文
人

一
―
記
念
館
を
取
り
巻
く
歴
史
的
環
境

　
横
浜
と
東
京
を
結
ぶ
東
急
東
横
線
に
「
大
倉
山
」
と

い
う
駅
が
あ
る
。
近
年
、
「
大
倉
山
」
は
都
会
派
住
民
に

と
っ
て
住
み
た
い
ま
ち
の
五
指
に
入
る
と
さ
え
言
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
駅
を
降
り
た
所
に
「
大
倉
山
」

と
い
う
町
名
は
存
在
し
な
い
。
戦
前
、
そ
れ
も
大
正
期

に
近
い
時
分
を
知
る
古
老
で
あ
れ
ば
、
「
大
倉
山
」
と

い
う
名
称
の
由
来
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
日

住
ん
で
い
る
住
民
の
中
に
は
、
「
大
倉
山
」
と
い
う
地

名
の
無
い
こ
と
に
気
が
付
い
て
い
な
い
人
も
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
「
大
倉
山
」
と
い
う
駅
名
は
、
こ
の
大
倉
山
記

念
館
の
前
身
で
あ
る
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
が
、
昭
和

七
年
に
こ
の
地
港
北
区
太
尾
町
（
当
時
神
奈
川
区
）
に

設
置
さ
れ
た
の
を
契
機
に
「
太
尾
（
ふ
と
お
）
」
と
い
う

従
来
の
駅
名
が
改
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
大
倉
山
」
の
新
し
い
ま
ち
と
古
い
建

築
物
の
織
り
な
す
空
間
に
遭
遇
し
て
い
る
市
民
と
、
そ

の
市
民
が
生
み
だ
す
新
し
い
文
化
と
歴
史
の
中
に
、
記

念
館
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
-
建
物
の
建
築

　
現
在
、
横
浜
市
民
の
活
用
施
設
と
し
て
あ
る
こ
の
記

念
館
は
、
昭
和
七
年
に
、
用
紙
業
界
で
名
を
な
し
た
実

業
家
大
倉
邦
彦
が
、
東
西
文
化
の
融
合
を
夢
み
て
設
立

し
た
（
財
）
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
の
活
動
拠
点
と
し

て
建
築
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
所
の
設
計
を
担

当
し
た
長
野
宇
平
治
は
、
大
正
期
の
古
典
主
義
建
築
の

第
一
人
者
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
設
計
者
の
師
で
あ
る
辰
野
金
吾
は
、
日
本
の
銀
行

建
築
史
を
築
き
上
げ
た
一
人
で
あ
る
。
大
倉
山
記
念
館

は
、
こ
の
長
野
宇
平
治
が
取
り
組
ん
だ
最
後
の
作
品
と

い
わ
れ
て
い
る
。
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
の
本
館
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
た
記
念
館
の
建
築
様
式
は
、
プ
レ
ヘ

レ
ニ
ッ
ク
様
式
と
呼
ば
れ
、
外
観
は
ギ
リ
シ
ヤ
神
殿
風

で
あ
り
、
西
洋
の
文
化
を
象
徴
し
て
い
る
。
内
部
に

は
、
東
洋
的
な
文
化
の
象
徴
と
し
て
の
木
組
み
や
装
飾

記
念
館
を
取
り
巻
く
歴
史
的
環
境

記
念
館
の
象
徴
性
（
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る

記
念
館
）
が
生
み
だ
す
文
化
活
動

施
設
の
管
理
・
運
営
が
市
民
の
主
体
的
な

参
加
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る

地
域
の
中
で
の
施
設
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て

こ
れ
か
ら
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
（
情
報
化
す
る
地
域
）
の
核
と
し
て

が
施
さ
れ
、
各
部
屋
や
壁
面
を
構
成
し
て
い
る
。
東

西
文
化
の
融
合
を
理
念
と
し
た
創
立
者
大
倉
邦
彦
の
精

神
が
、
長
野
宇
平
治
と
い
う
建
築
家
に
よ
っ
て
、
こ
の

記
念
館
の
建
築
に
具
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

②
―
「
大
倉
山
記
念
館
」
の
設
立

　
昭
和
五
十
六
年
三
月
に
（
財
）
大
倉
精
神
文
化
研
究

所
敷
地
を
、
横
浜
市
が
公
園
用
地
と
し
て
買
収
し
た
際

に
、
建
物
が
市
に
寄
贈
さ
れ
た
。
こ
の
建
物
は
建
築
後

約
五
〇
年
が
経
過
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
ま
で

ほ
ぼ
原
形
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
日
本
の
建

築
学
会
か
ら
、
昭
和
初
期
の
代
表
的
な
建
築
物
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
な
ど
文
化
財

的
価
値
が
高
い
た
め
に
、
横
浜
市
で
は
大
規
模
な
改
修

工
事
を
行
い
、
建
物
の
保
存
を
図
る
と
と
も
に
昭
和
五

十
九
年
十
月
二
十
七
日
、
市
民
の
活
用
施
設
「
大
倉
山

記
念
館
」
と
し
て
開
館
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
念
館

は
、
音
楽
会
や
各
種
集
会
な
ど
の
市
民
の
文
化
的
活
動

の
場
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
に
な
っ
て
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い
る
。

記
念
館
の
象
徴
性
（
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る

記
念
館
）
が
生
み
だ
す
文
化
活
動

　
記
念
館
の
建
物
か
ら
う
け
る
印
象
は
、
古
典
と
現
代

の
両
面
が
浮
き
で
て
い
る
。

①
－
古
典
文
化
の
象
徴

　
横
浜
市
内
の
古
典
的
西
洋
建
築
の
ほ
と
ん
ど
が
、
横

浜
開
港
、
文
明
開
化
と
い
う
近
代
史
の
な
か
で
、
そ
の

役
割
を
担
っ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
市

内
全
域
に
広
が
る
も
の
で
は
な
く
、
「
ミ
ナ
ト
・
ヨ
コ

ハ
マ
」
の
窓
口
に
あ
り
、
日
本
の
入
口
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
記
念
館
は
、
歴
史
も
さ
ほ
ど
古
い
も
の

で
は
な
く
、
他
の
西
洋
建
築
物
の
よ
う
に
日
本
の
文
化

史
の
証
人
と
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら

横
浜
の
歴
史
の
創
世
期
に
お
け
る
建
築
物
と
異
な
り
、

市
民
文
化
の
形
成
に
十
分
な
役
割
を
担
っ
た
と
も
言
え

な
い
。
特
に
戦
前
に
お
い
て
は
、
精
神
文
化
研
究
所
と

い
う
私
的
な
研
究
活
動
の
歴
史
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
戦
後
の
一
時
期
、
国
会
図
書
館
の
分
室

と
し
て
、
社
会
的
役
割
を
担
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、

新
し
い
研
究
活
動
が
始
ま
っ
た
頃
よ
り
記
念
館
と
し
て

開
館
す
る
ま
で
の
間
、
ふ
た
た
び
社
会
的
に
閉
ざ
さ
れ

た
状
態
が
続
い
た
。

　
市
民
の
記
念
館
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
開
館
す
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
ふ
た
つ
に
分
け
ら
れ
て
い

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
音
楽
的
セ
ン

チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
美
術
的
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で

あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
は
、
建
築
物
の
歴
史
と
印
象
性
の

中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
と

り
も
な
お
さ
ず
今
ま
で
の
日
本
の
音
楽
、
美
術
に
西
洋

的
な
美
意
識
に
対
す
る
強
い
憧
れ
と
回
顧
的
情
緒
が
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
音
楽
を
愛
好
す
る
市
民
に
と
っ
て
は
、
こ
の
建
物
が
、

　
「
音
楽
の
殿
堂
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

の
響
き
と
共
鳴
す
る
な
に
も
の
で
も
な
い
環
境
を
持
つ

建
物
な
の
で
あ
る
。

　
芸
術
的
な
側
面
か
ら
の
市
民
の
期
待
の
多
く
は
、
建

築
物
そ
の
も
の
が
美
術
館
と
い
う
「
器
」
を
連
想
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
開
館
当
時
、
美
術
館
と
し
て
開
館
し

た
も
の
と
思
っ
た
市
民
も
数
多
く
い
た
こ
と
か
ら
も
、

そ
う
し
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。

　
公
園
と
い
う
環
境
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
こ
の
建
物

は
、
短
歌
や
俳
句
の
素
材
で
も
あ
り
、
散
策
す
る
人
の

心
の
文
学
的
感
性
と
詩
情
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
ま

た
、
ギ
リ
シ
ヤ
風
の
神
殿
を
模
写
し
た
建
物
で
あ
る
た

め
に
、
演
劇
的
な
空
間
や
背
景
と
し
て
の
野
外
劇
な
ど

の
上
演
に
理
想
的
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
期
待
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
、
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

②
－
歴
史
的
空
間
が
生
み
だ
す
現
代
性

　
「
音
」
の
歴
史
は
、
人
間
に
と
っ
て
切
り
離
せ
な
い

環
境
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
特
に
人
間
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
大
き
な
役
割
を
担
う
も

の
で
あ
る
。
音
楽
と
い
う
法
則
的
に
定
型
化
さ
れ
た
音

の
歴
史
の
な
か
か
ら
、
新
し
い
音
楽
芸
術
の
実
験
や
現

代
音
楽
を
試
み
よ
う
と
す
る
活
動
が
、
こ
の
建
物
に
よ

っ
て
実
践
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
一
方
、
現
代
美
術
の
発
展
は
、
非
物
質
的
表
現
に
ま

で
高
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
検
証
の
場
と
し
て
の
空
間
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は
、
美
術
行
為
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、

重
要
な
役
割
を
持
つ
。
こ
の
建
物
を
包
括
す
る
空
間
に

は
、
底
知
れ
ぬ
可
能
性
と
展
開
性
が
あ
る
こ
と
が
、
美

術
関
係
者
や
作
家
た
ち
か
ら
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
芸
術
が
、
日
常
の
生
活
に
溶
け
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
文
化
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、

人
間
の
持
つ
自
然
観
や
情
緒
観
と
の
調
和
が
可
能
に
な

る
空
間
が
、
今
も
っ
と
も
必
要
な
も
の
と
し
て
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
記
念
館
は
古
典
の
象
徴
で
あ
り
、
ま

た
、
現
代
の
芸
術
・
文
化
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
聖
域
と

し
て
の
建
物
と
現
代
の
神
秘
的
な
雰
囲
気
を
保
つ
建
物

と
し
て
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
期
待
が
ま
す
ま
す

強
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

施
設
の
管
理
・
運
営
が
市
民
の
主
体
的
な

参
加
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る

　
施
設
（
建
物
）
の
物
理
的
管
理
の
発
展
性
を
高
め
る

た
め
の
民
間
経
営
思
想
の
導
入
と
、
市
民
活
動
推
進
を

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
幾
つ
か
の
試
み
。

①
－
公
設
民
営
（
第
三
セ
ク
タ
ー
、
民
活
）
方
式
の

　
　
試
み

　
横
浜
市
の
み
な
ら
ず
、
公
共
施
設
の
運
営
を
第
三
セ

ク
タ
ー
に
委
託
す
る
こ
と
が
、
ご
く
当
た
り
前
の
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
記
念
館
も
、
社
団
法
人
横

浜
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
が
横
浜
市
と
委
託
契
約
を
締
結

し
て
い
る
施
設
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
行
政
が
「
公
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
政
策
的
に
設
置

し
た
施
設
を
、
民
間
（
公
共
性
の
あ
る
法
人
も
し
く
は
市

民
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
運
営
委
員
会
）

が
管
理
運
営
す
る
シ
ス
テ
ム
を
、
我
々
委
託
を
受
け
て

い
る
協
会
で
は
、
「
公
設
民
営
」
と
称
し
て
い
る
。
「
公

設
民
営
」
に
お
け
る
管
理
運
営
の
特
徴
は
、
市
民
の
自

治
意
識
を
生
か
し
な
が
ら
、
施
設
の
管
理
や
運
営
に
市

民
の
主
体
的
参
加
を
求
め
、
市
民
の
市
民
に
よ
る
施
設

を
運
営
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
基
軸
に
据
え
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
市
民
本
位
」
と
し
な
が
ら
も

行
政
政
策
と
の
調
整
を
図
り
、
「
公
」
と
「
民
」
が
一

体
と
な
っ
て
運
営
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
目
指
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

②
－
市
民
参
加
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
マ
ン
パ
ワ
ー
と

　
　
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
）
を
開
発
す
る
試
み

　
従
来
の
施
設
は
、
管
理
を
中
心
と
し
た
運
営
が
主
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
市
民
が
使
用
す
る

　
「
場
」
で
あ
り
「
器
」
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
今
日
ほ
ど
、
市
民
が
自
ら
参
加
す
る
施
策

が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。
市
民
が
、
そ
の
ま

ち
に
住
む
責
任
性
と
い
う
べ
き
意
識
や
、
義
務
性
と
い

う
べ
き
考
え
が
、
少
し
づ
つ
育
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
自
治
意
識
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
行
政
施
策
に
市

民
と
し
て
参
加
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
芽
生
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
当
然
、
公
共
施
設
に
対
し
て
も
従
来
の
管

理
運
営
と
い
う
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、
市
民
ニ
ー

ズ
と
行
政
施
策
の
間
に
位
置
し
た
関
係
の
な
か
に
市
民

の
参
加
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
考

慮
で
き
る
よ
う
な
第
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
の
役
割
が
大

切
に
な
っ
て
い
る
。

　
市
民
参
加
の
形
態
は
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
マ
ン
パ
ワ

ー
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
記
念

館
は
開
館
以
来
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
登
録
数
が
三
〇
〇

人
以
上
に
達
し
て
い
る
。
近
隣
に
住
む
主
婦
を
中
心
に
、

学
生
は
も
と
よ
り
記
念
館
の
自
主
事
業
の
運
営
に
積
極

的
に
参
加
し
て
い
る
音
楽
家
や
美
術
作
家
等
、
様
々
な

市
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
参
加
し
て
い
る
。
特
に
、

近
隣
に
住
む
外
国
籍
を
持
つ
人
々
も
参
加
し
て
い
る
こ

と
は
都
市
型
施
設
の
特
徴
と
も
言
え
よ
う
。
市
民
が
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
記
念
館
で
活
動
で
き
る
方
法
は
、

現
在
大
き
く
ふ
た
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ひ
と
つ
は
、
記
念
館
や
記
念
館
を
取
り
巻
く
環
境
の

維
持
活
動
を
中
心
と
し
た
、
美
化
・
清
掃
・
整
理
活
動

で
あ
る
。
特
に
美
化
活
動
は
、
自
ら
の
趣
味
を
生
か
し

て
園
芸
活
動
と
し
て
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。
公
園
内
施

設
と
し
て
、
花
壇
づ
く
り
な
ど
を
緑
政
局
の
指
導
や
協

力
を
仰
ぎ
な
が
ら
推
進
し
て
い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

自
ら
学
び
、
自
ら
施
設
活
動
に
関
わ
っ
て
い
る
例
で
あ
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る
。

　
一
方
、
施
設
自
身
の
企
画
事
業
に
積
極
的
に
協
力
し

て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
あ
る
。
こ
の
分
野
は
、

音
楽
や
美
術
等
の
文
化
活
動
に
造
詣
の
深
い
専
門
家
が

多
く
参
加
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
記
念
館
で
は
、
年
間

幾
つ
か
の
自
主
事
業
を
企
画
し
実
施
し
て
い
る
。
こ
の

ほ
と
ん
ど
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ

　
　
　
注
２
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
３

る
。
「
水
曜
コ
ン
サ
ー
ト
」
や
「
秋
の
芸
術
祭
」
並
び
に
、

青
少
年
や
障
害
を
持
っ
て
い
る
人
々
を
対
象
と
し
た
事

業
も
、
地
域
の
市
民
と
連
携
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
だ
れ
も
が
参
加
で
き
る
活
動
と
、
文
化
活
動
の
専
門

家
や
学
識
経
験
を
持
つ
市
民
が
マ
ン
パ
ワ
ー
と
な
っ
て

一
体
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
市
民
が
自
由
に
こ
の

施
設
へ
参
加
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

③
－
共
に
築
く
文
化
（
立
場
の
異
な
り
を
認
め
合
い

　
　
協
調
連
帯
す
る
意
識
）
を
求
め
て

　
活
動
が
施
設
内
に
と
ど
ま
る
の
で
は
無
く
、
す
で
に

活
動
し
て
い
る
団
体
や
活
動
家
と
の
連
携
も
大
き
な
課

題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
施
設
か
ら
地

域
へ
」
　
「
地
域
か
ら
施
設
へ
」
と
い
う
双
方
向
の
意
識

の
交
流
の
な
か
か
ら
、
共
に
目
指
す
地
域
課
題
の
解
決

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
昨
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
「
大
倉
山
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

地
域
自
身
が
地
域
を
活
性
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
業

で
あ
っ
た
も
の
に
、
施
設
が
会
場
の
提
供
や
事
業
の
企

画
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
地
域
の
推
進
母
体
と
共

同
し
て
事
業
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

地
域
事
業
や
活
動
に
施
設
は
ど
ん
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が

出
来
る
の
か
が
課
題
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、

施
設
に
は
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
必
要
な
情
報
や
人
材
、
そ

し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
す
る
為
の
ス
キ
ル
（
技
術
や

手
法
）
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で

あ
る
。

図‐１　市民参加と等３セクターの役割

写真‐２　水曜コンサート
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地
域
の
中
で
の
施
設
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て

　
施
設
に
は
、
地
域
と
共
に
発
展
し
て
い
く
姿
勢
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

　
特
に
施
設
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
市
民
や
施
設
を

取
り
巻
く
様
々
な
人
や
、
催
事
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
化

さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
施
設
そ

の
も
の
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に

つ
い
て
、
や
は
り
そ
の
施
設
自
身
に
よ
っ
て
明
確
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

①
－
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
も
っ
た

　
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
ク
シ
ョ
ン

　
施
設
の
守
備
範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
よ
く
問
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
記
念
館
も
横
浜
市
立
と
い
う
公
設

施
設
で
あ
る
た
め
に
、
当
然
横
浜
市
全
域
を
守
備
対
象

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
国
際
化
と
い
う
社
会
課
題
の
な

か
で
、
こ
の
施
設
の
も
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
改
め

て
問
わ
れ
て
い
る
。
特
に
横
浜
市
は
国
際
都
市
と
し
て

の
発
展
を
目
指
し
、
さ
ら
に
、
「
ヨ
コ
ハ
マ
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
必
ず
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い

う
意
識
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
然
、
国
際

的
と
で
も
言
う
の
か
、
地
球
規
模
と
で
も
言
う
の
だ
ろ

う
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
も
っ
て
、
こ
と
に
当
た

ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

な
こ
と
で
あ
る
。

　
昭
和
六
十
一
年
の
秋
、
国
際
平
和
年
を
記
念
し
て
開

催
さ
れ
た
「
平
和
へ
の
対
話
展
」
は
、
西
ド
イ
ツ
の
美

術
作
家
を
中
心
と
し
た
作
品
展
示
と
国
際
的
に
活
躍
し

写真-3　大倉山ライトアップフェスティバル’

写真‐４　大倉山商店街のセットバック前

写真‐５　大倉山商店街セットバック後予想図
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て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
参
加
し
た
事
業
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
国
際
的
な
平
和
運
動
の
一
翼
を
、
地
域

の
施
設
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
運
動
を
地
域
と
い
う
コ
ミ

ユ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
参
加
」
と
い
う
行
動
と
し
て
担
う
こ

と
が
で
き
た
こ
と
は
、
大
変
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
地
域
（
市
域
）
施
設
が
、
こ
の
よ
う
に
国
際
的

活
動
に
参
加
す
る
こ
と
も
大
き
な
成
果
だ
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
昨
年
実
施
さ
れ
た
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
事
業
（
前
出
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
A
r
t
-

M
o
v
e
'
8
7
」
は
、
日
本
国
内
の
美
術
関
係
者
の
み
な
ら

ず
、
国
際
的
に
活
躍
し
て
い
る
作
家
か
ら
も
注
目
さ
れ

た
。
特
に
こ
の
事
業
は
地
域
の
施
設
が
国
際
的
ア
ー
ト

シ
ー
ン
に
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
と
い
う
物
理
的
な
行
為
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
精
神
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
多
方
面
に
発

信
し
た
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
え

る
。
こ
の
様
に
地
域
事
業
か
ら
世
界
に
向
け
て
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
発
信
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
国
際
化
を

推
進
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

②
－
ま
ち
の
誇
れ
る
環
境
の
一
部
と
し
て

　
ま
ち
は
常
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
大
倉
山

記
念
館
周
辺
も
毎
年
著
し
い
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
特

に
こ
の
地
域
は
、
横
浜
市
の
副
都
心
と
し
て
の
機
能
が

期
待
さ
れ
て
い
る
新
横
浜
駅
周
辺
に
隣
接
し
て
い
る
。

近
年
、
港
北
区
全
域
に
新
し
い
都
市
計
画
の
息
吹
が
感

じ
ら
れ
、
各
行
政
機
関
の
積
極
的
な
政
策
が
実
行
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
交
通
・
住
宅
・
緑
地
等
を
中
心
と
す
る
環

境
整
備
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
民
間
の
ま
ち
づ
く
り
も
、
こ
れ
と
連
動
し
た

形
で
開
発
さ
れ
て
い
る
。
特
に
記
念
館
を
取
り
巻
く
商

店
街
の
積
極
的
な
環
境
整
備
に
は
、
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
る
。
大
倉
山
商
店
街
は
四
つ
の
商
店
街
の
連
合
組

織
で
あ
り
、
大
倉
山
駅
を
狭
ん
で
記
念
館
と
反
対
方
向

の
商
店
街
が
昭
和
五
十
八
年
店
舗
を
後
退
さ
せ
る
、
い

わ
ゆ
る
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
商
店
街
の
近

代
化
を
図
っ
た
。
続
い
て
、
記
念
館
に
一
番
近
い
、
商

店
街
も
現
在
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
工
事
が
進
行
し
て
い
る
。

特
に
注
目
す
る
の
は
、
商
店
の
店
舗
建
築
が
記
念
館

に
関
連
づ
け
ら
れ
た
建
築
様
式
を
採
用
し
、
町
並
み
全

体
を
ギ
リ
シ
ヤ
神
殿
風
に
整
え
よ
う
と
す
る
計
画
で
あ

る
。
こ
の
工
事
が
完
了
す
る
に
あ
た
り
、
地
域
と
一
体

と
な
っ
た
事
業
を
展
開
す
る
計
画
が
現
在
進
め
ら
れ
て

い
る
。

こ
れ
か
ら
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
（
情
報
化
す
る
地
域
）
の
核
と
し
て

　
施
設
に
は
、
情
報
化
社
会
と
い
う
時
代
性
を
い
か
に

と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
課
題
が
投

げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
施
設
間
の
情
報
交
換
シ
ス

テ
ム
の
存
在
な
く
し
て
こ
れ
か
ら
の
文
化
行
政
・
文
化

活
動
の
展
開
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い

う
疑
問
も
生
じ
る
。

　
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
文
化
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

の
提
案
と
期
待
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

①
-
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
に
よ
る
発
展
性

図‐２　施設をとりまくネットワーキング
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施
設
の
代
表
者
に
よ
る
連
絡
調
整
機
能
は
、
未
だ
整

備
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
公
立
施
設
間
の
連
絡
調
整
す

ら
十
分
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
県
立
施
設
と
市
立

施
設
と
の
開
係
、
音
楽
や
演
劇
等
の
多
目
的
な
ホ
ー
ル

機
能
を
持
つ
施
設
と
、
博
物
館
・
美
術
館
・
郷
土
館
等

の
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
た
目
的
を
持
つ
施
設
と
の
交
流

に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
実
現
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
広
域
的
施
設
機
能
を
持
つ
大
型
文
化
施
設
と
地
域

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
と
の
連
係
・
協
力
体
制
が
必

要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
調
整
す
る
機
能
が
な
い

の
で
あ
る
。
特
に
、
人
的
交
流
、
情
報
交
換
等
に
つ
い

て
は
早
期
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

②
-
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
シ
ビ
ル
ミ
ニ
マ
ム
）
の

　
　
発
展
性

　
公
共
施
設
本
来
の
目
的
で
あ
る
「
市
民
の
た
め
の
施

設
」
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
、
国
内
で
は
ま
だ
ま
だ

　
「
市
民
本
位
」
に
な
る
傾
向
が
乏
し
い
。
公
共
の
側
に

も
市
民
の
側
に
も
施
設
が
「
公
」
の
持
ち
物
と
い
う
意
識

が
強
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
公
」
は
と
か
く
行
政
機
能

・
行
政
施
策
と
置
き
換
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
も

確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
公
」
と
い
う

立
場
か
ら
市
民
に
貸
し
与
え
る
と
い
う
意
識
や
、
逆
に

市
民
の
「
公
」
か
ら
借
り
受
け
る
と
い
う
意
識
が
大
き

な
問
題
と
し
て
残
る
。
「
市
民
の
、
市
民
に
よ
る
、
市

民
の
た
め
の
施
設
」
と
い
う
市
民
意
識
と
い
う
べ
き
自

治
意
識
を
、
い
か
に
「
公
」
と
結
び
っ
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
が
、
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、
市
民
の
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
に

よ
る
市
民
参
加
の
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
記
念
館
に
し
ろ
、
公
会
堂
に
し
ろ
、
博
物
館
や
郷

土
館
等
の
文
化
施
設
を
管
理
運
営
す
る
側
の
な
か
に
、

自
然
に
市
民
が
溶
け
込
む
姿
を
目
標
と
す
る
こ
と
が
一

例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
「
公
」
と
し
て
の
立

場
や
「
民
」
の
意
識
の
間
に
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
民
の
参
加

意
識
の
高
さ
が
そ
の
地
域
の
活
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
導
入
と
市
民
と
共

に
文
化
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
施
設
が
考
え
る
と
き
に

来
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＜
横
浜
市
大
倉
山
記
念
館
館
長
＞

（
注
）

１
「
社
団
法
人
横
浜
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
」
。
昭
和
五
十
年

　
に
法
人
格
を
取
得
し
た
青
少
年
の
健
全
育
成
を
目
途
と
し

　
た
法
人
で
あ
る
。
現
在
、
横
浜
市
よ
り
受
託
し
て
い
る
施

　
設
は
こ
の
大
倉
山
記
念
館
の
他
に
「
横
浜
市
野
島
青
少
年

　
研
修
セ
ン
タ
ー
≒
横
浜
市
青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー
」
が
あ

　
る
。

２
「
水
曜
コ
ン
サ
ー
ト
」
。
地
域
の
文
化
活
動
の
実
践
と
し

　
て
、
主
婦
を
中
心
と
し
た
音
楽
に
興
味
を
持
つ
市
民
が
、

　
音
楽
家
と
協
力
し
毎
週
水
曜
日
に
定
例
で
開
催
し
て
い

　
る
コ
ン
サ
ー
ト
で
あ
る
。

３
「
秋
の
芸
術
祭
」
。
記
念
館
を
利
用
し
て
い
る
市
民
を
中

　
心
に
実
行
委
員
会
を
結
成
し
、
毎
年
一
一
月
に
二
週
間
程

　
美
術
・
音
楽
・
演
劇
・
講
座
・
文
芸
の
部
門
を
設
け
て
実

　
施
し
て
い
る
。

４
　
「
大
倉
山
商
店
街
」
。
正
式
名
称
は
、
大
倉
山
商
店
街
振

　
興
組
合
。
ひ
か
り
・
さ
か
え
・
ゆ
た
か
・
つ
つ
み
の
四
つ

　
の
支
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
先
に
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
た
の

　
が
、
ひ
か
り
支
部
で
あ
り
、
通
り
の
名
称
は
「
レ
モ
ン
ロ

　
ー
ド
」
。
現
在
進
行
中
が
さ
か
え
支
部
で
あ
り
、
通
り
の

　
名
称
が
「
エ
ル
ム
通
り
」
と
な
る
。
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