
一

は
じ
め
に
（
国
土
事
情
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
都

市
）

①
-
海
岸
線
は
重
要
資
源

　
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
は
島
国
で
あ
る
。

三
九
二
二
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
島
か
ら
な
る
国
土
面
積

は
約
三
八
万
ぼ
で
、
す
べ
て
の
島
の
海
岸
線
を
つ
な
ぎ

合
わ
せ
る
と
約
三
万
㎞
に
も
な
る
。
こ
の
せ
ま
い
国
土

面
積
に
く
ら
べ
て
海
岸
線
の
長
さ
は
き
わ
め
て
大
き
く
、

国
民
一
人
あ
た
り
の
海
岸
線
の
も
ち
分
は
約
二
五
㎝
に

も
お
よ
ぶ
。
こ
れ
を
西
ド
イ
ツ
に
み
る
と
国
土
面
積
は

日
本
の
約
二
倍
、
人
口
は
約
二
分
の
一
で
あ
っ
て
も
一

人
あ
た
り
約
七
㎝
、
フ
ラ
ン
ス
で
約
八
㎝
に
な
る
。

　
し
か
も
日
本
の
可
住
地
面
積
（
山
岳
、
河
川
、
沼
、

湖
等
の
人
間
が
居
住
し
え
な
い
地
域
を
の
ぞ
く
）
は
。

ア
メ
リ
カ
が
全
体
の
。
四
九
％
、
イ
ギ
リ
ス
の
六
四
％
、

西
ド
イ
ツ
六
四
％
、
フ
ラ
ン
ス
六
二
％
に
対
し
て
、
わ

ず
か
に
二
一
％
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
日
本
の
島
は
ほ

ぼ
中
央
が
山
脈
で
、
可
住
地
域
の
多
く
は
臨
海
部
に
多

い
。
そ
の
上
、
天
然
資
源
に
め
ぐ
ま
れ
ず
重
要
原
材
料

の
殆
ん
ど
は
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
国
土
事
情
を
ふ
ま
え
た
日
本
の
経
済
・
社

会
・
文
化
に
と
っ
て
、
海
岸
線
は
実
に
重
要
資
源
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
明
治
以
降
の
資
本
主
義

経
済
の
発
展
は
、
そ
の
よ
う
な
国
土
事
情
を
合
理
的
に

用
い
て
き
た
。
原
料
輸
入
・
生
産
輸
出
と
い
う
日
本
貿

易
の
原
形
は
、
豊
か
な
海
岸
線
を
も
と
に
し
て
、
そ
の

臨
海
部
に
、
港
・
商
工
業
・
都
市
の
発
展
が
き
わ
め
て

有
機
的
に
し
て
合
理
的
に
、
高
度
な
海
外
依
存
度
に
応

え
る
と
共
に
、
経
済
・
社
会
の
発
展
を
な
し
と
げ
て
き

た
。
そ
の
発
展
の
拠
点
は
実
に
ゆ
た
か
な
海
岸
線
に
あ

っ
た
。

＠
レ
タ
ー
ミ
ナ
ル
は
文
化
の
拠
点

"
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
　
i
s
　
C
i
v
i
l
i
z
a
t
i
o
n
"
と
は
、
わ
ず
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２

三
つ
の
タ
ー
ム
で
真
理
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
「
交

通
は
文
化
で
あ
る
」
と
は
、
た
し
か
に
世
界
の
四
大
文

明
発
祥
地
を
と
り
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
河
川
交
通
か

ら
は
じ
ま
る
水
上
交
通
に
よ
っ
て
古
代
文
化
が
お
き
あ

が
っ
た
。
水
上
交
通
の
み
な
ら
ず
陸
上
交
通
を
ふ
く
む

　
「
交
流
」
に
よ
っ
て
文
化
の
形
成
が
み
ら
れ
た
こ
と
は

歴
史
的
に
も
論
理
的
に
も
明
ら
か
で
、
「
交
流
」
に
よ

特
集
・
み
な
と
③

は
じ
め
に
（
国
土
事
情
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
都
市
）

都
市
と
港
と
市
民

市
民
意
識
と
港

市
民
と
港
の
構
造
的
な
課
題
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市
民
と
港
そ
の
、
か
か
わ
り
合
い
の
構
造
性

北
見
俊
郎

一二三四



る
他
か
ら
の
文
物
制
度
の
導
入
や
刺
戟
に
よ
っ
て
文
化

の
形
成
や
発
展
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
逆
に
「
孤
立
」
に

よ
る
「
交
流
」
の
拒
否
は
そ
れ
だ
け
文
化
の
未
発
達
を

意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
の
形
成
や
発
達
は

　
「
孤
立
」
を
打
破
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

　
た
し
か
に
、
以
上
の
意
味
か
ら
、
「
交
通
は
文
化
で

あ
る
」
と
言
え
る
。
そ
れ
は
「
交
通
」
も
し
く
は
「
交

流
」
と
い
う
そ
の
も
の
の
人
間
の
活
動
そ
れ
自
体
も
文

化
概
念
に
属
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
言
う

　
「
文
化
の
形
成
・
発
展
」
と
い
う
の
は
、
「
交
流
」
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
効
果
が
文
化
と
し

て
形
成
し
、
定
着
し
、
発
展
を
み
る
の
は
主
に
交
通
に

お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
t
e
r
m
i
n
a
l
）
を
中
心
と
す
る
場

に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
交
流
」
を
契
機
と
し

て
、
他
の
多
く
の
要
因
を
参
加
さ
せ
て
そ
の
場
な
り
の

文
化
を
形
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
形
成
さ
れ
た

文
化
の
具
体
的
な
代
名
詞
が
「
港
町
」
で
あ
り
「
港
湾

都
市
」
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
世
界
的
に
も
海
港
、
河

川
港
の
み
な
ら
ず
、
内
陸
に
お
け
る
陸
上
交
通
上
の
タ

ー
ミ
ナ
ル
等
に
多
く
の
集
落
や
都
市
が
形
成
さ
れ
て
き

た
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ

"
Ｔ
ｅ
ｒ
ｍ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｉ
ｓ
　
Ｃ
ｉ
ｖ
ｉ
ｌ
ｉ
ｚ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
”
と
も
言
え
る
。

③
-
異
質
な
港
町
「
横
浜
」

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
港
は

文
化
形
成
の
核
で
あ
り
、
「
港
町
」
や
都
市
形
成
の
拠

点
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
わ

が
国
の
み
な
ら
ず
世
界
の
主
要
都
市
は
い
ず
れ
も
タ
ー

ミ
ナ
ル
を
拠
点
と
し
、
港
と
水
運
に
よ
っ
て
都
市
の
形

成
・
発
展
を
み
て
き
た
。

　
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
横
浜
港
と
港
都
横

浜
は
、
以
上
の
意
味
か
ら
世
界
的
に
も
典
型
的
な
姿
を

示
し
て
い
る
。
古
代
に
は
北
九
州
、
瀬
戸
内
、
近
畿
の

水
路
に
よ
っ
て
中
国
や
朝
鮮
と
の
「
交
流
」
を
も
ち
、

中
世
封
建
社
会
の
成
立
と
徳
川
幕
藩
体
制
の
形
成
に
と

っ
て
必
要
と
し
た
「
鎖
国
令
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
「
交
流
」
を
長
崎
の
出
島
に
限
り
、

ほ
ぼ
「
孤
立
」
の
状
態
を
続
け
た
。
し
た
が
っ
て
内
航

船
に
よ
る
航
路
と
、
江
戸
、
大
坂
、
兵
庫
、
酒
田
、
新

潟
等
の
港
町
の
形
成
を
み
た
も
の
の
、
幕
末
の
横
浜
開

港
は
新
し
い
外
国
貿
易
と
、
全
く
の
一
寒
漁
村
に
急
激

に
造
成
さ
れ
た
異
質
な
港
町
と
い
う
意
味
で
も
特
色
を

有
し
て
い
る
。

　
し
か
も
、
横
浜
は
幕
末
以
降
、
新
た
な
海
外
と
の

　
「
交
流
」
に
よ
っ
て
、
「
孤
立
」
を
打
破
ら
れ
た
近
代

日
本
文
化
の
窓
口
と
な
る
と
共
に
、
戸
数
わ
ず
か
に
一

〇
一
軒
に
す
ぎ
な
か
っ
た
横
浜
村
は
短
期
間
の
う
ち
に

急
激
な
人
口
を
擁
し
、
港
都
横
浜
の
誕
生
を
み
る
こ
と

に
な
る
。

二

都
市
と
港
と
市
民

　
①
-
城
と
都
市
・
市
民
と
港

　
　
横
浜
は
城
の
な
い
町
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
年
に
わ
た

　
っ
て
天
領
で
あ
っ
た
が
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
近
代
日

　
本
の
主
要
都
市
は
、
か
っ
て
の
城
下
町
で
も
あ
っ
た
。

　
伝
統
を
も
っ
た
か
っ
て
の
封
建
都
市
の
計
画
は
城
を
中

　
心
と
し
て
、
幾
重
に
も
堀
を
め
ぐ
ら
し
、
城
を
護
る
こ

　
と
を
第
一
条
件
に
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
ざ
、

　
と
い
う
時
に
も
っ
と
も
早
く
被
害
を
受
け
る
の
は
住
民

　
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
鎖
国
令
と
島
国
の
た
め
に
、
後
述
す

　
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
と
港
と
市
民
を
め
ぐ
る
か
か
わ

　
り
合
い
は
日
本
の
城
下
町
に
は
一
般
的
に
見
当
ら
な
い
。

　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
都
市
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
通
常

　
都
市
国
家
的
形
成
を
も
ち
、
多
く
は
城
壁
に
よ
っ
て
囲

　
ま
れ
、
市
民
は
城
内
に
居
住
し
た
。
と
く
に
港
と
の
関

　
係
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
例
と
し
て
ハ
ン
ザ
都
市
が
あ
げ

　
ら
れ
る
。
ハ
ン
ザ
（
H
a
n
z
e
）
は
「
旅
商
人
の
仲
間
－

　
－
同
盟
」
で
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
業
発
展
に
大
き
な

　
役
割
を
演
じ
、
十
七
世
紀
後
半
ま
で
ハ
ン
ブ
ル
ク
は

　
「
ハ
ン
ザ
同
盟
」
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク

　
（
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
）
は
、
当
時
エ
ル
ベ
河
と
ア
ル
ス
タ
ー
湖

　
と
を
運
河
で
結
び
、
そ
の
周
辺
を
城
砦
（
B
u
r
g
）
で

　
囲
み
、
そ
の
「
城
門
」
（
P
o
r
t
）
が
港
で
あ
っ
た
。
そ

　
こ
で
の
自
由
貿
易
、
港
の
活
動
は
市
民
の
生
活
、
都
市

　
の
発
展
と
直
結
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
城
門
（
港
）

　
と
城
内
（
都
市
）
市
民
（
B
u
r
g
e
r
城
の
中
に
住
む

　
人
）
の
関
係
が
一
体
化
し
、
都
市
と
港
を
支
え
る
基
盤
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は
ブ
ル
ガ
ー
（
市
民
）
と
し
て
の
団
体
で
あ
っ
た
。
ま

た
T
o
w
n
（
都
市
）
と
は
Z
a
u
n
（
垣
根
）
に
由
来
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
深
い
。

②
-
日
本
に
お
け
る
都
市
・
市
民
・
港

　
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
都
市
・
港
・
市
民
の
関

係
は
、
近
代
に
う
け
つ
が
れ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
明
治
以
降
、
か
っ
て
の
城
下
町
の
中
心
地
で
あ
っ

た
城
跡
の
多
く
は
県
庁
と
か
陸
軍
の
師
団
・
連
隊
司
令

部
と
し
て
、
明
治
政
府
の
軍
事
的
・
政
治
的
出
先
機
関

の
中
心
地
に
変
化
し
た
。
さ
ら
に
輸
出
産
業
の
振
興
、

国
家
資
本
の
創
立
、
軍
需
産
業
の
核
心
の
地
と
も
な
り
、

他
方
、
そ
う
し
た
富
国
強
兵
策
に
と
っ
て
必
須
な
港
湾

造
成
の
本
格
的
整
備
が
明
治
の
中
頃
よ
り
国
家
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
、
港
は
「
国
家
の
営
造
物
」
と
し
て
定
着

化
し
た
。

　
前
節
で
と
り
あ
げ
た
わ
が
国
封
建
諸
都
市
の
典
型
と

し
て
の
城
下
町
の
構
造
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ハ
ン
ザ
都

市
と
比
較
す
る
と
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
ハ
ン
ザ
（
自

由
貿
易
を
行
う
民
間
資
本
・
旅
商
人
）
に
よ
る
都
市
と

港
づ
く
り
を
行
い
、
市
民
は
（
城
の
中
に
住
む
人
）
で
、

彼
等
が
や
が
て
近
代
資
本
主
義
の
支
え
手
に
な
っ
て
大

き
な
役
割
を
演
ず
る
と
共
に
、
一
方
で
は
近
代
的
市
民

社
会
の
担
い
手
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
み
な
ら
ず
、
後
述
す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
都
市
と
港
と

市
民
」
の
関
係
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
近
代
社
会
に

お
け
る
「
市
民
と
港
」
の
か
か
わ
り
合
い
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
。

　
そ
の
点
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
第
二

次
世
界
大
戦
ま
で
の
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
港
は
軍
事
的
、

政
治
的
な
配
慮
の
も
と
づ
く
中
央
集
権
的
行
政
の
枠
内

に
お
い
て
、
計
画
・
造
成
・
管
理
・
運
営
が
な
さ
れ
、

都
市
と
市
民
が
近
よ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
逆
に
、
欧
米
に
お
い
て
は
早
く
よ
り
民
間
資
本
、

市
民
階
層
、
都
市
の
充
実
と
自
治
性
を
有
し
て
い
た
の

に
対
し
、
わ
が
国
で
は
「
一
般
的
に
資
本
の
蓄
積
も
未

熟
で
あ
り
、
資
本
動
員
の
機
構
も
整
備
さ
れ
ず
、
私
的

資
本
の
可
能
性
は
技
術
的
に
も
、
経
営
的
に
も
、
さ
ら

に
は
政
治
的
に
も
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
す

る
な
れ
ば
、
当
然
国
家
み
ず
か
ら
積
極
的
な
政
策
を
も

っ
て
あ
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
初
年

よ
り
、
も
と
も
と
国
家
に
よ
る
港
湾
の
調
査
、
計
画
が

す
す
め
ら
れ
て
き
た
予
定
の
経
路
で
あ
り
、
ま
た
『
富

国
強
兵
策
』
の
一
環
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
」

　
し
た
が
っ
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
例
に
み
た
よ
う
に
都

市
と
市
民
（
城
の
中
に
住
む
人
）
と
港
の
有
機
的
か
つ

主
体
的
関
係
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
城
下
町
の
住
民

　
（
城
の
外
に
住
む
人
）
と
港
の
関
係
に
は
一
般
的
に
認

め
ら
れ
ず
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
の
中
央
集
権
制
下
に

お
い
て
は
、
都
市
と
港
は
市
民
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な

く
、
三
者
の
関
係
は
各
々
が
直
接
的
に
明
治
政
府
に
つ

③
-
横
浜
の
形
成
と
港

　
限
ら
れ
た
例
で
は
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と

す
る
都
市
・
市
民
・
港
の
関
係
を
わ
が
国
の
場
合
と
比

較
し
て
み
た
。
こ
こ
で
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
後
述
に
お
い
て
も
欧
米
と
わ
が
国
の

事
情
の
比
較
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
に
何
ら
の

価
値
判
断
を
ふ
く
ん
で
は
い
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
日
本
の
港
湾
研
究
は
明
治
以
降
、
港
湾
造
成

が
中
心
課
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
土
木
工
学
を
中
心

と
す
る
自
然
科
学
的
方
法
論
に
よ
り
な
さ
れ
大
き
な
成

果
を
あ
げ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
社
会
科
学
的
方
法

論
を
も
っ
て
研
究
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
ほ
ぼ
三
〇
年

ぐ
ら
い
の
こ
と
で
あ
り
、
社
会
科
学
的
理
論
構
成
に
と

っ
て
は
前
提
と
し
て
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
の
特
定

の
価
値
観
を
ふ
く
む
場
合
も
あ
り
、
科
学
的
用
語
上
に

も
価
値
観
を
ふ
く
め
て
使
用
す
る
研
究
者
も
い
る
。
そ

の
是
非
は
別
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問
題
を
も

で
き
う
る
か
ぎ
り
客
観
的
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特

定
の
前
提
的
価
値
観
を
の
ぞ
い
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

例
え
て
言
え
ば
今
ま
で
使
用
し
た
用
語
中
「
中
央
集

権
」
に
し
て
も
そ
の
用
語
自
体
は
客
観
的
な
学
術
用
語

で
あ
っ
て
、
善
悪
の
問
題
と
は
関
係
が
な
い
。
考
え
て

み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
初
歩
的
な
こ
と
わ
り

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
自
体
が
、
港
や
市
民
の
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ら
な
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に
あ
っ
た
。



関
係
に
お
け
る
本
質
的
課
題
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
一
章
各
節
で
、
海
岸
線
、
港
の
役
割
、
文

化
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
港
都
横
浜
の
誕
生
等
、
前
提
的
な

項
目
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
は
わ
が
国
の
国
土
事
情

か
ら
し
て
も
、
い
か
に
国
民
生
活
に
と
っ
て
港
が
重
要

で
あ
る
か
、
と
り
わ
け
横
浜
港
と
港
都
横
浜
は
正
に
そ

の
発
展
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
黒
船
来
航
に
よ
っ

て
鎖
国
と
い
う
「
孤
立
」
を
破
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
横
浜
は
文
化
発
展
の
典
型
と
し

て
の
一
大
港
都
を
開
港
一
三
〇
年
に
し
て
つ
く
り
あ
げ

て
き
た
。
横
浜
は
城
の
な
い
町
で
あ
る
と
述
べ
た
。
あ

る
意
味
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
横
浜
に
は
他
の

城
下
町
的
伝
統
も
な
い
新
開
地
で
も
あ
り
、
他
の
封
建

諸
都
市
と
歴
史
的
な
過
程
を
異
に
す
る
。
正
に
横
浜
こ

そ
は
幕
末
開
港
と
共
に
港
湾
機
能
の
造
成
を
は
じ
め
、

居
留
地
の
建
設
、
生
糸
貿
易
の
発
展
に
代
表
さ
れ
る
め

ざ
ま
し
い
外
国
貿
易
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
、
か
っ
て

は
典
型
的
な
港
町
を
形
成
し
た
。
開
港
後
一
年
に
し
て

国
内
商
人
が
一
九
七
軒
、
三
年
後
に
は
二
九
〇
軒
と
い

う
急
増
ぶ
り
を
示
し
、
百
番
館
の
建
造
、
外
国
人
の
増

加
に
と
も
な
っ
て
、
公
園
、
病
院
、
公
館
、
街
路
、
競

馬
場
、
墓
地
、
屠
牛
場
な
ど
の
新
し
い
施
設
が
相
次
ぐ

埋
立
と
共
に
つ
く
ら
れ
る
。
ま
た
洋
式
工
業
、
新
聞
、

電
信
、
鉄
道
、
女
子
教
育
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
等
、

あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
近
代
日
本
の
文
化
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
場
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
関
東
大
震
災
と
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
空

襲
に
よ
っ
て
、
二
回
も
灰
じ
ん
と
化
し
た
が
、
そ
の
都

度
横
浜
の
復
興
と
発
展
に
つ
い
て
港
湾
機
能
は
き
わ
め

て
大
き
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
大
戦
後
の
経

済
発
展
に
果
し
た
横
浜
港
機
能
の
拡
大
と
高
度
化
は
き

わ
め
て
大
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

市
民
意
識
と
港

①
-
生
活
感
情
と
生
活
意
識

　
お
よ
そ
国
民
な
り
市
民
な
り
の
人
間
が
も
つ
内
的
な

問
題
と
し
て
、
「
生
活
感
情
」
と
「
生
活
意
識
」
が
あ

る
。
前
者
は
主
と
し
て
人
間
の
感
性
、
心
情
、
共
感
や

シ
ン
パ
シ
イ
（
Ｓ
ｙ
ｍ
ｐ
ａ
ｔ
ｈ
ｙ
）
と
い
っ
た
情
感
で
こ
と

を
理
解
す
る
側
面
で
あ
る
。
後
者
は
人
間
と
し
て
の
理

性
に
も
と
づ
く
意
識
的
、
論
理
的
な
側
面
で
と
ら
え
、

現
実
の
経
済
・
社
会
に
お
け
る
生
活
経
験
の
多
様
性
を

統
一
す
る
理
念
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
元
来
、
日
本
人
は
特
定
の
島
国
で
、
鎖
国
と
い
う
長

い
「
孤
立
」
の
時
代
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
単
一
民
族

的
な
過
去
の
共
通
体
験
を
生
活
基
盤
に
し
て
い
る
の
で
、

こ
と
の
次
第
を
客
観
的
に
、
理
づ
め
で
考
え
る
よ
り
も
、

共
同
体
的
情
感
で
理
解
し
た
り
、
問
題
を
解
決
し
が
ち

で
あ
る
と
い
う
。
一
方
、
欧
米
人
は
長
い
間
の
「
交

流
」
で
異
民
族
、
異
文
化
、
歴
史
の
差
を
こ
え
た
社
会

に
あ
っ
て
、
彼
ら
が
、
こ
と
の
是
非
を
き
め
る
の
に
媒

介
と
な
り
う
る
共
通
の
生
活
感
情
が
乏
し
く
、
且
つ
人

間
と
し
て
の
理
性
に
よ
る
「
意
識
」
で
共
通
の
理
解
を

求
め
る
傾
向
が
強
い
。

　
さ
て
、
問
題
は
以
上
の
「
生
活
感
情
」
と
「
生
活
意

識
」
を
都
市
と
港
と
市
民
と
の
対
応
で
考
え
る
と
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
一
章
の
各

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
島
国
日
本
に
と
っ
て
海
岸
線
は

重
要
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
土
事
情
か
ら
港
湾
機
能

が
国
家
に
と
っ
て
欠
く
べ
が
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

都
市
や
港
町
に
つ
い
て
も
文
化
の
典
型
と
し
て
一
般
的

に
日
本
人
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く

の
部
分
は
「
生
活
感
情
」
の
面
か
ら
で
あ
っ
て
、
「
生

活
意
識
」
と
の
関
連
に
お
い
て
は
一
般
的
に
乏
し
い
。

　
ま
た
「
感
情
」
と
「
意
識
」
と
を
、
国
民
の
立
場
と
、

市
民
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
両
者
と
も
後
者
の
、
つ

ま
り
「
市
民
意
識
」
と
港
の
関
係
が
、
「
国
民
意
識
」

よ
り
も
弱
い
傾
向
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
、
伝
統
的
な
全
体
主
義
思
想

が
背
景
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
他
面
で
は
近
代
的
な

個
の
自
覚
と
「
市
民
社
会
」
に
お
け
る
都
市
の
再
確
認

や
港
へ
の
「
意
識
」
的
未
成
熟
さ
の
故
で
も
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

②
-
港
を
め
ぐ
る
市
民
の
「
感
情
」
と
「
意
識
」

　
「
生
活
感
情
」
に
お
い
て
は
日
本
人
は
港
を
よ
く
知
っ
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て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
「
市
民
感
情
」
の
面
か
ら

考
え
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
従
来
筆
者

が
他
稿
に
お
い
て
も
ふ
れ
て
き
た
が
、
流
行
歌
、
民
謡
、

演
歌
等
々
を
は
じ
め
、
ド
ラ
マ
や
小
説
の
場
で
は
、
実

に
多
く
港
は
登
場
し
、
港
に
か
ら
む
人
間
模
様
が
演
じ

ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
市
民
意
識
」
と
港
の
関
係
は
「
感

情
」
に
く
ら
べ
て
低
い
。
こ
の
問
題
は
港
の
み
な
ら
ず

都
市
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も

経
済
成
長
期
を
は
さ
ん
で
発
生
し
た
公
害
問
題
、
自
然

破
壊
、
環
境
問
題
等
、
一
連
の
都
市
問
題
に
よ
っ
て
、

市
民
の
自
覚
や
「
意
識
」
は
向
上
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、

横
浜
に
お
い
て
は
近
年
に
お
け
る
Ｍ
Ｍ
2
1
等
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
や
埋
立
等
を
通
じ
て
市
民
の
認
識
に
変
化
が
み

ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
欧
米
に
お
け
る
市

民
意
識
と
の
比
較
に
お
い
て
は
「
市
民
意
識
」
に
お
い

て
、
港
が
何
ん
で
あ
り
、
港
と
市
民
生
活
の
関
係
、
港

の
機
能
と
都
市
機
能
、
市
民
個
人
と
港
の
か
か
わ
り
合

い
に
つ
い
て
一
般
的
に
関
心
度
も
低
く
、
「
市
民
意
識
」

が
世
論
と
な
っ
て
行
政
や
政
治
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

は
少
な
い
。

　
そ
の
理
由
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
欧
米
と
の
対

比
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、
都
市
形
成
を
ふ
く
め
て
（
そ

こ
で
は
港
が
重
要
な
機
能
で
あ
り
な
が
ら
）
港
は
「
国

家
の
営
造
物
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
明
治
以
降

の
歴
史
的
性
格
が
、
欧
米
に
お
け
る
民
間
資
本
の
役
割

を
は
じ
め
、
都
市
・
港
・
市
民
を
一
体
化
せ
し
め
て
き

た
歴
史
的
性
格
と
い
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
日
本
の
場
合
、
長
い
間
の
鎖
国
と
、
明

治
以
降
の
中
央
集
権
下
の
中
で
、
都
市
も
港
も
市
民
も
、

一
体
化
し
う
る
こ
と
も
、
三
者
の
有
機
性
を
図
る
こ
と

も
む
ず
か
し
く
、
港
の
機
能
的
重
要
性
は
直
接
国
家
機

能
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
こ
で
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
市
民
と
し
て
の
「
意
識
」
が
発
生
す
る
余
地
は
な
く
、

港
へ
の
「
感
情
」
だ
け
が
残
さ
れ
る
結
果
と
も
な
っ
た
。

③
-
港
の
行
政
と
市
民
意
識
の
変
革

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
連
の
経
済
成
長
期
と
都

市
問
題
を
経
験
し
て
、
市
民
の
側
に
お
い
て
も
行
政
の

側
に
お
い
て
も
「
市
民
意
識
と
港
」
の
関
係
に
つ
い
て

少
し
ず
つ
変
革
が
み
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
評
価
す
べ

き
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
種
の
資
料
が
あ
る
。
一
つ
は

　
「
横
浜
港
を
市
民
に
親
し
ま
れ
る
港
に
す
る
た
め
に
」

他
は
「
神
戸
港
と
市
民
意
識
」
で
い
ず
れ
も
昭
和
五
十

一
年
発
表
の
調
査
結
果
で
あ
る
。

　
横
浜
港
の
場
合
、
「
港
に
対
す
る
認
識
」
と
し
て

「
港
と
周
辺
の
施
設
の
利
用
度
は
意
外
に
高
く
、
山
下

公
園
　
九
九
％
、
港
の
見
え
る
丘
公
園
八
九
％
」
、

ふ
頭
知
名
度
、
山
下
、
大
さ
ん
橋
、
本
牧
等
七
〇
％
以

上
。
生
活
と
の
関
連
度
九
〇
％
、
市
民
の
要
望
、
港

湾
環
境
・
港
湾
計
画
七
五
％
、
等
で
あ
る
。
神
戸
港

の
場
合
は
、
（
親
し
み
や
す
く
す
る
た
め
に
）
水
質
清

浄
　
四
七
・
三
％
、
見
学
の
便
一
八
・
一
％
、
公
園

・
緑
化
一
四
・
九
％
、
広
報
一
一
・
一
％
、
レ
ジ

ャ
ー
、
二
・
八
％
。
そ
の
他
三
人
に
一
人
が
神
戸
港
を

誇
り
に
思
い
、
二
人
に
一
人
は
港
の
発
展
に
よ
っ
て
市

民
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
、
と
し
て
い

る
。
以
上
は
、
い
ず
れ
も
特
徴
的
な
一
端
に
す
ぎ
な
い

が
、
こ
う
し
た
数
字
は
す
で
に
述
べ
た
第
二
次
世
界
大

戦
ま
で
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
の
、
市

民
の
意
識
的
変
革
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
日

本
に
お
け
る
代
表
的
な
港
湾
管
理
者
が
、
そ
う
し
た
港

と
市
民
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も

意
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
ま
た
、
近
年
に
お
け
る
臨
海
部
開
発
の
あ
り
方
を
み

て
も
都
市
機
能
や
市
民
生
活
と
の
有
機
的
関
連
性
を
重

要
視
し
、
市
民
の
親
水
性
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
施
設
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ゾ
ー
ン
の
形
成
、
ウ
ォ
ー
タ
ー

・
フ
ロ
ン
ト
問
題
等
、
市
民
意
識
の
要
望
に
応
え
な
が

ら
も
、
M
M
2
1
計
画
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
逆
に
都
心

臨
海
部
再
開
発
計
画
に
よ
っ
て
、
市
民
の
意
識
を
高
め

つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
行
政
と
市
民
の
両
面
か
ら
の
う
ご
き
が
あ

っ
て
こ
そ
、
市
民
と
港
の
か
か
わ
り
合
い
が
深
め
ら
れ

る
と
共
に
、
市
民
感
情
か
ら
の
港
も
、
は
じ
め
て
実
質

性
を
お
び
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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市
民
と
港
の
構
造
的
な
課
題

①
-
ポ
ー
ト
ー
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
問
題
と
市
民

　
昭
和
二
十
五
年
に
「
港
湾
法
」
が
成
立
し
た
。
こ
の

原
動
力
と
な
っ
た
も
の
は
占
領
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
・
Ｈ

・
Ｑ
）
に
よ
る
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
、
日
本
の
港

を
民
主
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
口
で
言
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
ポ
ー
ト
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
Ｐ
ｏ
ｒ
ｔ

Ａ
ｕ
ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
ｉ
ｔ
ｙ
）
方
式
に
よ
る
「
港
湾
経
営
」
を
日
本
に

導
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ポ
ー
ト
・
オ
ー
ソ

リ
テ
ィ
の
内
容
を
説
明
す
る
紙
幅
が
な
い
の
で
他
の
拙

著
等
の
ご
参
照
を
乞
う
次
第
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
、

官
僚
政
治
や
政
党
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
、
財
政
的

に
独
立
採
算
性
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
、
都
市
・
市

民
等
を
基
に
し
た
港
の
経
営
体
で
あ
る
こ
と
、
等
で
あ

る
。

　
し
た
が
っ
て
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本

の
港
を
都
市
や
市
民
に
直
結
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
、
結

果
的
に
都
市
に
よ
る
「
港
湾
管
理
者
」
の
設
立
が
「
港

湾
法
」
に
よ
っ
て
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
運
輸

省
港
湾
局
事
務
官
の
「
港
湾
法
解
説
」
で
は
、
国
は
港

の
第
一
線
か
ら
手
を
引
い
た
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
港

は
地
域
住
民
の
も
の
で
あ
り
、
港
の
主
人
公
は
、
港
に

も
っ
と
も
身
近
な
利
害
関
係
を
有
し
、
そ
の
開
発
に
情

熱
と
愛
情
を
も
つ
市
民
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ポ

ー
ト
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
理
念
は
、
長
い
歴
史
の
過
程

を
ふ
ま
え
て
欧
米
の
港
が
、
二
節
に
述
べ
た
よ
う
な

　
「
城
と
都
市
・
市
民
と
港
」
の
関
係
の
結
果
、
形
成
さ

れ
た
公
企
業
経
営
体
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
実
質
的
に
港

と
市
民
の
か
か
わ
り
合
い
が
成
熟
化
し
、
市
民
生
活
を

基
盤
と
し
た
港
の
「
経
営
」
が
行
わ
れ
、
市
民
が
港
に

対
し
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

　
「
港
湾
法
」
の
施
行
に
よ
っ
て
日
本
の
港
も
、
か
な
り

近
代
化
さ
れ
た
が
、
「
港
湾
法
解
説
」
に
み
ら
れ
る
期

待
は
今
後
の
課
題
で
も
あ
る
。
現
在
、
よ
う
や
く
に
民

間
資
本
、
自
治
体
、
市
民
意
識
等
も
充
実
し
つ
あ
る
時
、

本
当
に
市
民
と
港
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
実
質
的
な
も

の
に
す
る
に
は
、
日
本
的
伝
統
や
「
港
湾
法
」
の
精
神

を
生
か
し
た
日
本
的
な
ポ
ー
ト
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
形

成
が
中
心
的
な
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
港
の
体
制
的

な
近
代
化
を
図
ら
な
い
か
ぎ
り
、
本
来
の
市
民
と
港
の

深
い
関
係
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

②
-
市
民
生
活
と
港
の
本
質

　
前
項
の
ポ
ー
ト
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
問
題
の
意
と
す
る

第
一
の
課
題
は
、
欧
米
先
進
諸
港
（
都
市
）
が
長
い
歴

史
の
中
で
構
築
し
て
き
た
文
化
の
基
に
、
個
人
の
尊
厳

性
に
根
ざ
す
個
人
主
義
と
平
等
観
へ
の
リ
ア
ル
な

合
理
性
に
あ
る
。
残
念
な
が
ら
日
本
は
未
だ
も
っ
て
そ

れ
に
程
遠
い
。
た
し
か
に
日
本
は
経
済
的
に
発
展
し
た

が
、
そ
う
し
た
深
い
文
化
的
基
盤
に
後
進
性
を
秘
め
て

い
る
。
物
的
条
件
の
整
備
は
短
期
間
で
も
可
能
で
あ
る

が
、
精
神
的
・
文
化
的
な
近
代
化
に
は
歴
史
が
必
要
で

あ
る
。

　
今
ま
で
述
べ
て
き
た
う
ち
の
、
第
一
章
で
の
国
土
事

情
に
か
か
わ
る
問
題
で
「
海
岸
線
は
重
要
資
源
」
で
あ

る
こ
と
は
今
後
も
変
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
タ
ー
ミ
ナ

ル
と
し
て
の
港
湾
都
市
の
役
割
も
大
き
い
。
第
二
章
で

の
、
都
市
と
市
民
と
港
が
一
体
化
し
て
き
た
こ
と
の
結

果
と
し
て
国
家
が
成
立
し
て
き
た
こ
と
、
近
代
的
「
市

民
社
会
」
が
市
民
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、

港
と
の
関
係
で
深
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
第
三
章
で
の
「
市
民
意
識
と
港
」
の
問
題
も
、
思
え

ば
市
民
と
港
の
か
か
わ
り
合
い
の
原
点
で
あ
り
な
が
ら
、

い
わ
ば
そ
う
し
た
精
神
的
な
立
ち
遅
れ
が
、
国
土
事
情
、

歴
史
、
中
央
集
権
、
全
体
主
義
の
諸
条
件
に
さ
え
ぎ
ら

れ
て
き
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　
戦
後
に
お
け
る
変
革
の
中
で
、
一
つ
に
は
経
済
的
発

展
、
民
間
資
本
の
充
実
、
都
市
問
題
の
発
生
、
市
民
的

自
覚
等
に
伴
っ
て
、
港
と
市
民
の
か
か
わ
り
合
い
に
変

革
が
み
ら
れ
て
き
た
と
し
た
が
、
そ
れ
ら
も
考
え
て
み

る
と
、
前
章
で
あ
げ
た
、
横
浜
港
・
神
戸
港
の
意
識
調

査
も
第
一
歩
と
し
て
の
成
果
で
あ
っ
て
本
格
的
な
か
か

わ
り
合
い
は
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
な
ポ
ー
ト
・
オ
ー

ソ
リ
テ
ィ
問
題
に
か
か
わ
る
よ
う
な
日
本
の
都
市
と
港

の
体
制
的
な
変
革
を
進
め
な
い
か
ぎ
り
本
質
的
な
も
の

に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
港
と
ハ
ン
ザ

都
市
の
市
民
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
は
、
市
民
の
現
実
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の
経
済
生
活
に
、
港
の
変
化
が
直
接
的
に
ひ
び
く
だ
け

の
パ
イ
プ
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
構
造
性
は
時
代
を

こ
え
て
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

③
-
港
都
横
浜
と
市
民
の
課
題

　
さ
て
、
以
上
に
わ
た
っ
て
、
断
片
的
に
し
て
幅
広
い

角
度
か
ら
「
市
民
と
港
の
か
か
わ
り
合
い
」
を
み
て
き

た
が
、
本
当
の
意
味
で
の
「
か
か
わ
り
合
い
」
は
今
後

の
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
港
が
市
民
に
親
し
ま
れ

る
よ
う
に
、
市
民
に
利
用
さ
れ
る
施
設
や
環
境
づ
く
り

と
い
う
現
象
的
な
面
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
本
質
は
も

っ
と
根
深
い
、
市
民
・
自
治
体
・
国
家
と
い
っ
た
関
係

の
あ
り
方
を
「
近
代
化
」
し
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。
問

題
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化
し
て
ゆ
く
か
に
か
か

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
終
り
に
以
上
の
諸
問
題
を
背
景
に
し
つ
つ
、
や
や
具

体
的
に
横
浜
に
お
け
る
市
民
と
港
の
課
題
を
き
わ
め
て

単
純
な
形
で
列
挙
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
一
つ
に
は

欧
米
と
異
な
り
、
横
浜
港
は
横
浜
の
た
め
と
い
う
よ
り
、

か
っ
て
の
大
日
本
帝
国
の
港
と
し
て
造
成
さ
れ
て
き
た
。

今
後
に
お
い
て
も
国
民
経
済
に
お
け
る
役
割
も
大
き
い
。

し
か
し
な
が
ら
一
面
で
現
実
の
横
浜
市
民
に
対
し
横
浜

港
が
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
を
経
済
・
社
会
・
文
化
の

各
面
で
与
え
う
る
の
か
を
具
体
的
に
考
究
す
る
と
共
に

市
民
に
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
市
民
の

台
所
と
港
の
パ
イ
プ
を
何
ら
か
の
形
で
つ
く
り
あ
げ
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
基
本
的
手
法
と
し
て
、
横
浜
的
ポ

ー
ト
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
が
果
し
て
形
成
し
う
る
か
。
こ

の
課
題
に
は
、
法
律
・
行
政
管
理
・
運
営
の
あ
り
方
に

関
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
市
民
は
目

に
見
え
る
港
の
物
的
条
件
に
関
心
が
あ
っ
て
も
、
目
に

見
え
な
い
機
能
に
う
と
い
。
こ
の
点
、
個
々
人
の
市
民

的
自
覚
が
港
と
都
市
と
自
己
の
生
活
に
ど
う
か
か
わ
り

合
い
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
目
に
見
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
や
港
祭
り
等
を
通
じ
て
も
本
質
的
な
課
題
を
市
民
に

啓
蒙
・
教
育
・
Ｐ
Ｒ
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
総

体
的
に
は
港
湾
機
能
と
都
市
機
能
を
い
か
に
有
機
的
に

整
合
化
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
港
湾
都
市
の
本
質
的

な
課
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
港
を
都
市
空
間
の
中
核
部

分
と
し
て
都
市
計
画
、
交
通
体
系
、
環
境
問
題
等
々
を

市
民
生
活
の
立
場
か
ら
長
期
的
に
取
り
組
み
、
市
民
も

ま
た
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
形
で
で
も
参
加
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

４
　
拙
著
「
港
湾
政
策
の
形
成
と
課
題
」
（
前
出
）
第
十
二
章

　
参
照
。

５
　
拙
著
「
港
湾
総
論
」
（
成
山
堂
）
　
一
二
六
頁
。

６
　
方
法
論
を
め
ぐ
る
点
に
つ
い
て
は
前
出
「
港
湾
政
策
の

　
形
成
と
課
題
」
第
二
十
一
章
参
照
。

７
　
横
浜
市
「
横
浜
市
史
」
（
第
二
巻
）
参
照
。

８
　
拙
著
「
都
市
と
港
」
（
前
出
）
第
四
章
参
照
。

９
　
横
浜
市
「
横
浜
港
を
市
民
に
親
し
ま
れ
る
港
に
す
る
た

　
め
に
（
市
政
モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
）
」
（
昭
和
五
十
一
年

　
一
月
）
参
照
。

1
0
神
戸
市
「
神
戸
港
と
市
民
意
識
」
（
昭
和
五
十
一
年
三
月
）

　
参
照
。

　
（
注
）

剛
　
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著
「
港
湾
政
策
の
形
成
と
課
題
」

　
　
（
丘
書
房
）
第
一
章
の
ご
参
照
を
乞
う
。

調査季報98　88.669

〈
青
山
学
院
大
学
教
授
〉

1
1
　
M
.
L
.
F
a
i
r
:
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n

i
n

t
h
e

U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
.

1
9
6
4
,
T
h
e
　
P
o
r
t
　
o
f
　
L
o
n
d
o
n
　
A
u
t
h
o
r
i
t
y
;
T
h
e
　
H
i
s
t
o
r
y

a
n
d
　
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
　
o
f
　
t
h
e
　
P
o
r
t
　
o
f
　
L
o
n
d
o
n
,
1
9
6
8
.
拙
著

　
「
都
市
と
港
」
第
十
四
章
（
前
出
）
、
「
港
湾
総
論
」
第
十

　
六
章
（
前
出
）
等
。

1
2
　
巻
幡
静
彦
著
「
港
湾
法
解
説
」
（
港
湾
協
会
）
参
照
。

２
　
C
.
E
r
n
e
s
t
　
F
a
y
l
e
;
A
　
S
h
o
r
t
　
H
i
s
t
o
r
y
　
o
f
　
T
h
e
　
W
o
r
l
d
'
s

S
h
i
p
p
i
n
g
　
I
n
d
u
s
t
r
y
.
1
9
3
3
.

３
　
拙
著
「
都
市
と
港
－
港
湾
都
市
研
究
・
序
説
-
」
（
同
文

　
館
）
第
二
章
参
照
。
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