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わ
が
国
を
代
表
す
る
港
湾
都
市
・

横
浜
は
、
い
ま
か
ら
約
一
三
O
年

前
、
徳
川
幕
府
が
設
計
し
た
計
画

都
市
で
あ
っ
た
。
ペ
リ
l

の
浦
賀

来
航
に
よ
っ
て
鎖
国
の
夢
か
ら
覚

ま
さ
れ
た
日
本
は
、
こ
の
横
浜
に

諸
外
国
の
艦
船
や
商
人
を
迎
え
入

れ
、
国
際
貿
易
と
い
う
名
の
新
た

な
航
路
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
り
、

近
代
国
家
へ
と
歩
み
始
め
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
今
回
、
大
林
組
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
、
日
本
の

国
際
化
の
ス
テ
ー
ジ
と
も
い
う
べ

き
横
浜
に
注
目
し
、
と
り
わ
け
横

浜
港
の
外
交
折
衡
の
役
所
で
あ
っ

た
横
浜
運
上
所
を
中
心
と
し
た
初

期
の
横
浜
港
の
復
元
に
挑
戦
し
た
。
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山
港
町
・
横
浜
の
形
成

－
横
浜
開
港
前
夜

ペ
リ
l

の
率
い
る
四
隻
の
黒
船
が
浦
賀
沖
に
来
航
し
た
の

は
、
一
八
五
三
年
（
嘉
永
六
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

時
の
衝
撃
の
強
さ
は
、
翌
年
に
早
く
も
二

O
O
年
の
鎖
国
を

解
き
、
日
米
及
、
び
日
英
和
親
条
約

が
締
結
さ
れ
た
こ
と
か
ら

も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

一
八
五
八
年
に
は、

ア
メ
リ
カ
の
駐
日
総
領
事
ハ
リ
ス
と
の
聞
に
日
米
修
好
通
商

条
約
が
結
ぼ
れ
た
。
こ
う
し
て
神
奈川、
函
館
、
新
潟
、
兵

庫
、
長
崎
の
五
港
が
、
諸
外
国t
の
交
易
の
場
と
な
る
「
開

港
場
」
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

徳
川
幕
府
の
外
交
政
策
の
根
幹
で
あ
っ
た
鎖
国
が
、
こ
れ

ほ
ど
早
急
に
解
か
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
幕
府
の
開
閉
回
派

と
も
い
う
べ
き
海
防
掛
の
目
付
た
ち
の
活
躍
が
あ
っ
た
。
そ

た

だ
4
0

の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
岩
瀬
忠
震
は
、
日
米
修
好
通
商
条

約
を
締
結
し
た
際
の
全
権
禾
苔
員
で
あ
り
、
ハ
リ
ス
提
案
の
中

に
は
な
か
っ
た
神
奈
川
を
開
港
場
の
候
補
地
に
挙
げ
た
の
は
、

彼
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
国
内
に
お
け
る
商
取
引
が
大
阪
中

心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
外
国
と
の
貿
易
を
聞
く
際
に
は
江

戸
に
そ
の
利
潤
を
吸
収
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あった
。

つ

ま
り

、

か
な
り
早
い
時
点
で
、
開
国
の
み
なら
ず
交
易
に
よ

る
国
家
づ
く
り
に
着
服
し
て
い
た
の
で
あ
る。

岩
瀬
を
始
め
と
し
た
海
防
掛
の
目
付
に
は
、
老
中
阿
部
正

弘
の
人
材
登
用
策
の
お
か
げ
で
若
き
開
国
論
者
た
ち
の
逸
材

が
集
ま
っ
て
い
た
。

彼
ら
は
黒
船
の
来
航
に
接
し
、
す
「
に

国
際
情
勢
の
変
化
を
察
知
し
た。
ま
た
、
隣
国
の
清
が
、
イ

ギ
リ
ス
な
ど
諸
外
国
の
植
民
地
政
策
の
犠
牲
と
な
っ
た
事
情

に
も

注
目
し
て
い
た
。

き
ら

に
、
来
日
し
た
諸
外
国
要
人
と

の
接
触
か
ら
、
関
川
回
が
日
本
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
貿

易
が
今
後
、
日
本
の
繁
栄
の
基
礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

知
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
阿
部
老
中
の
も
と
で
、
造
船
計
画

や
、
船
舶
・
貨
物
へ
の
課
税
なE
の
開
国
政
策
を
次
々
と
進

め
て
い

っ
た
。
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．横浜開港関連年表一一一－

1 853 （嘉永 6) ペリ ー浦賀に来航

1854 （安政 I) 日米、日英和親条約調印

門
〕

口

コ

1858 （安政 5 ) 日米修好通商条約調印

西波止場建設

安政の大獄

1859 （安政 6) 横浜開港

横浜運上所 （第 l 次）開設

横浜道（神奈川｜～戸部問）建設

1860 （万延｜） 外国人居留地東側に沼川を掘削

桜田門外の変

生麦事件

東波止場建設

・創建時運上所の役職一一一

御書簡掛 各国領事の往復の文書及び応援

筆記等に関する事務。

1866 （慶応 2 ) 豚慶火事で関内の大半が焼失

第 3 園地所規則により償浜の

都市計画が定まる

洋風建築による横浜運上所開設

王政復古

1862 （文久 2)

1864 （元治 I )

1867 （明治 I )

い一切の事務。

輸出入税金の調査、記簿及び輸

出入品統計に関する事務。

輸出入税金の収入及び諸般外国

人に接待する事務。

輸出入貨物の検査及び鑑定に関

する事務。

入港船舶に臨船し、要件尋問に

関する事務。

船舶の製造、修繕、使用及びそ

の監督に関する事務。

その他御武器掛、御馬船、翻訳方、通詞
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諸収入金の出納、経費の支出及

びj羊銀引換等に関する事務。

外国入居住の地所貸与及び借地

料徴収等に関する事務。

内外交渉、民事訴訟に関する事

務。

各土木営繕に関する事務、常設

と臨時の区別がある。

備品及び消耗品の購買、交付に

関する事務。

公文の接受及び他のf系に属さな

御金控生

居留地蜂

御入用掛

帳面絡

引合掛
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の
ち
に
明
治
維
新
の
中
枢
と
な
る
勤
皇
の
志
士
た
ち
の
ほ
う
が
、
当
時

は
き
わ
め
て
保
守
的
で
あ
っ
た
。
尊
皇
擢
夷
思
想
を
信
奉
す
る
志
士
た
ち
の
多
く
は
、
外

国
を
追
い
払
う
こ
と
、
ば
か
り
を
考
え
、
長
州
や
薩
摩
は
一
八
六
三
年
の
時
点
で
ま
だ
外
国

船
と
交
戦
し
、
手
痛
い
目
に
遭
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
明
治
以
降
の
近
代

化
の
基
礎
は
、
む
し
ろ
徳
川
幕
府
の
開
国
論
者
た
ち
が
準
備
し
た
と
さ
え
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
偶
然
が
起
こ
っ
た
。
老
中
の
阿
部
正
弘
が
三

九
歳
の
若
き
で
急
死
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
死
を
聞
い
た
ハ
リ
ス
は
、
「
日
本
の
リ
ベ
ラ
ル

派
に
と
っ
て
の
大
き
な
損
失
だL
と
嘆
い
た
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
大
き
な
障
害
は
、
阿

部
に
代
り
実
権
を
掌
握
し
た
の
が
、
井
伊
直
弼
だ
っ
た
こ

t

で
あ
る
。

安
政
の
大
獄
の
立
役
者
で
あ
る
井
伊
は
、
幕
府
内
に
お
け
る
開
国
派
の
活
躍
を
好
ま
し

く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
神
奈
川
の
開
港
案
を
く
つ
が
え
し
、
半
ば
強
引
と

も
い
え
る
方
法
で
横
浜
の
地
を
開
港
場
に
指
定
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
神

奈
川
は
東
海
道
の
重
要
な
宿
駅
、
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
横
浜
は
ろ
く
に
道
も
通
じ
て
い
な

い
海
辺
の
一
寒
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
わ
ず
か

一
O
O
戸
に
満
た
な
い
半
農
半
漁
の
静
か
な
村
で
あ
っ
た
横
浜
村

こ
の
点
で
は
、

は
、
突
知
、
日
本
史
の
大
舞
台
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。

－
横
浜
に
お
け
る
港
町
の
建
設

神
奈
川
か
横
浜
か
、
ハ
リ
ス
と
日
本
側
と
の
交
渉
は
、
そ
の
後
、
難
航
を
き
わ
め
た
。

あ
く
ま
で
も
当
初
の
約
束
通
り
、
神
奈
川
の
開
港
を
迫
る
ハ
リ
ス
に
対
し
、
日
本
側
は
横

浜
も
神
奈
川
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
し
、
譲
ら
なか
っ
た
。

そ
の
た
め
、
場
所
の
決
定
は
最
後
ま
で
持
ち
越
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
聞
に
も
日

本
側
は
横
浜
村
の
住
民
を
す
べ
て
木
村
（
現
在
の
元
町
付
近
）
へ
と
移
住
さ
せ
、
海
岸
の

北
側
で
は
波
止
場
の
建
設
に
着
工
し
た
。
ま
た
、
江
戸
や
横
浜
の
商
人
た
ち
を
誘
致
し
、

着
々
と
港
町
・
横
浜
を
つ
く
り
上
げ
て
いっ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
た
ハ
リ
ス
は
、
「
日
本
は
開
港
場
で
は
な
く
、
出
島
を
つ
く
ろ
う
？
と
し
て
い
る
」

と
看
破
し
た。

の
ち
の
町
づ
く
り
を
見
る
と
、
た
し
か
に
井
伊
大
老
指
導
型
の
円
本
側
に

は
、
横
浜
を
山
川
島
に
し
、
外
国
人
と
の
接
触
を
そ
こ
に
封
じ
込
め
よ
う
と
し
た
意
図
が
見

え
る
。
そ
の
典
型
は
、
横
浜
村
の
東
側
に
堀
川
を
掘
削
し
、
南
側
の
水
路

t

結
ん
で
完
全

に
横
浜
の
地
を
内
陸
と
切
り
離
し
た
こ
と
で
あ
る
。
堀
川
に
は
谷
戸
橋
、
前
田
橋
、
西
の

橋
、
南
水
路
に
青
田
橋
の
四
つ
の
橋
を
掛
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
所
を
設
け
た

。

そ
の
関
所

の
内
側
（
海
側
）
が
、
い
ま
も
地
名
に
残
る
関
内
（
か
ん
な
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
神

奈
川
奉
行
所
な
ど
の
官
庁
は
、
関
外
で
あ
る
戸
部
村
に
建
設
し
、
役
人
た
ち
は
毎
日
、
馬

、
て
関
内
の
役
所
に
通
う
形
を
と
っ
た
。

の
火
災
が
き
っ
か
け
と
な
り
、本
格
的
な
町
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
か
ら
、
で
あ
る

。

外
国
人

居
留
地
、
て
は

、

そ
れ
ま
で
土
地
の
配
分
を
め
寸
り
、
英
・
米
・
仏
・
蘭
な
ど
の
ほ
か
に
ポ

ル
ト
ガ
ル
、
ス
イ
ス
、
プ
ロ
シ
ア
も
加
わ
っ
た
交
渉
が
続
い
て
い
た
が
、
こ
の
時
に
「
第

三
団
地
所
規
則
」
が
・
ま
と
め
ら
れ
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、
運
上
所
な
ど
の
あ
る
中
心
街
に
、

（
現
在
の
日
本
大
通
り
）を
建
設
し
、
南
側
に
は
日
本
人
街
と
居
留
地
と
の

中
央
大
通
り

緩
街
地
帯
と
し
て
公
園
を
造
成
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

が
、
こ
の
時
に
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
関
内
地
区
の
都
市
計
画

は
ぽ
同
じ
位
置
に
再
建
さ
れ
た
が
機
能
を
分
離
し
、運
上

ま
た
、
横
浜
運
上
所
は
、

所
の
ほ
か
に
横
浜
役
所
の
建
設
が
行
わ
れ
た
。この
第
二
次
運
上
所
と
横
浜
役
所t
は
、

東
京
の
築
地
ホ
テ
ル
な
ど
に
先
行
し
、わ
が

い
ず
れ
も
洋
風
建
築
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

国
の
官
公
庁
建
築
物
と
し
て
は
最
初
の
洋
風
建
築
物
切
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
横
浜
役
所
に
つ
い
て
は
、写真
資
料
な
ど
も
比
較
的
残
っ
て
い
る
。
寄
棟

二
階
の
周
囲
に
は
ベ
ラ
ン
ダ
が
あ

屋
根
の
上
に
塔
屋
を
持
つ
木
造
二
階
建
て
の
建
物
で
、

り
、
外
壁
石
張
り
の
い
か
に
も
洋
風t
い
う
感
じ
の
す
る
建
築
物
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

同
時
期
に
建
設
さ
れ
た
第
二
次
横
浜
運
上
所
に
関
し
て
は
、そ
の
建
築
的
な
側
面
が
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
、
初
期
横
浜
港
の
中
心
的
施
設
で
あ
り
、

pc. 
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「PLAN OF THE SETTLEMENT OF YOKOHAMA」（神奈川県立文化資料館所蔵）

日目 貫t 号事

”“ 
一一

一
八
五
九
年
（
安
政
六
年
）
の
六
月
二
日
、
横
浜
は
い
よ
い
よ
開
港
の
運

び
と
な
っ
た
。
町
の
中
央
に
運
上
所
が
建
設
さ
れ
、
そ
の
前
の
海
に
は
東
西
二
本
の
波
止

場
が
築
造
さ
れ
た
。
東
波
止
場
は
外
国
貿
易
用
、
西
波
止
場
は
内
国
貨
物
用
で
あ
る
。
波

止
場
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
『
国
事
記
』
が
、
「
海
岸
之
築
出
し
候
間
数
長
さ
六
拾
問
、
巾
拾

聞
の
石
垣
に
て
、
水
上
萱
丈
三
尺
、
此
上
へ
芝
土
子
高
さ
五
尺
L
と
記
し
て
い
る
。
二
本

の
波
止
場
の
付
根
に
は
、
荷
物
検
査
を
行
う
た
め
の
改
所
が
設
け
ら
れ
た
。

ま
た
、
運
上
所
を
中
心
と
し
て
、
西
側
は
日
本
人
街
、
東
側
は
外
国
人
居
留
地
と
定
め

み
ト
書
ぜ
き

ら
れ
た
。
南
側
に
は
新
田
が
聞
け
、
そ
の
中
に
は
遊
廓
（
港
崎
町
）
ま
で
建
設
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
交
通
の
便
に
対
処
す
る
た
め
、
神
奈
川
と
戸
部
を
結
ぶ
横
浜
道
を
聞
く
な

こ
う
し
て
、

ど
、
日
本
側
の
姿
勢
は
万
全
で
あ
っ
た。

神
奈
川
か
横
浜
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
う
し
た
既
成
事
実
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、

い
に
横
浜
に
傾
い
た
の
で
あ
る。
ハ
リ
ス
は
、
開
港
後
も
ま
だ
神
奈
川
に
執
着
し
た
が
、

外
国
商
人
た
ち
が
次
t々

横
浜
の
地
に
居
を
構
え
て
商
売
を
始
め
る
に
到
り
、
横
浜
開
港

を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た。
そ
し
て

一
八
六
O
年
（
万
延
元
年
）
、
横
浜
は
各
国
領
事

た
ち
に
よ
り
正
式
な
居
留
地
と
承
認
さ
れ
、
国
際
貿
易
港
と
し
て
の
大
き
な
役
割
を
に
な

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ω
横
浜
運
上
所
の
復
元

－
横
浜
運
上
所
の
機
能
と
機
構

横
浜
運
上
所
は
、
港
町
・
横
浜
を
象
徴
す
る
中
心
施
設
で
あ
っ
た
。
運
上
所
と
は
、
狭

義
に
は
税
関
の
意
味
だ
が
、
横
浜
に
お
い
て
は
外
国
艦
船
の
入
出
港
管
理
、
貿
易
、
洋
銀

引
換
を
始
め
と
し
た
外
交
事
務
の
す
べ
て
を
取
り
扱
う
機
関
で
あ
っ
た

。

こ
れ
を
統
括
す

る
神
奈
川
奉
行
所
に
は
、
総
員
八
九
名
の
支
配
向
（
定
役
以
上
の
役
人
）
が
い
た
が
、
そ

の
う
ち
の
五
四
名
が
運
上
所
勤
務
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
運
上
所
の
機
能
が
い
か

に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

横
浜
開
港
と
同
時
仁
開
設
さ
れ
た
こ
の
最
初
の
運
上
所
は
、
当
時
の
絵
図
な
ど
を
見
る

と
、
渋
板
塀
棚
矢
来
を
め
「
ら
せ
た
木
造
平
屋

一部
二
階
建
て
の
純
日
本
式
建
物
”
で
あ
っ

た
。
仮
屋
敷
、
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
横
浜
開
港
の
際
の
事
務
取
り
扱

い
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
と
、
町
の
中
心
を
な
す
建
物
の
必
要
性
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
建

設
き
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
運
上
所
は
、一八
六
六
年
（
慶
応
一
一
年
）
に
起
き
た
、

俗
に
豚
屋
火
事
と
い
わ
れ
る
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
。
運
上
所
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人

街
の
大
半
と
外
国
人
居
留
地
の
一
部
が
焼
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
創
建
当
時
の
横
浜
の
姿

の
大
半
は
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
豚
屋
火
事
は
、
横
浜
の
都
市
計
画
の
上
で
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ

ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
さ
ら
に
進
ん
だ
洋
風
建
築
の
端
緒
と
な
る
建
築
物
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
姿
が
現
在
に
伝
え
ら
れて
い
な
い
再
建
後
の
横
浜
運
上
所
に
興
味
を
抱
き
、
そ

の
復
元
の
可
能
性
を
探
るこ
と
に
し
た
。

－
復
元
の
プ
ロ
セ
ス
と
構
想
の
概
要

わ
れ
わ
れ
の
作
品
未
は
、
ま
ず
開
港
か
ら
明
治
期
に
い
た
る
ま
で
の
、初
期
横
浜
に
関
す

る
資
料
の
調
査
と
収
集
か
ら
始
ま
っ
た。

江
戸
に
も
っ
と
も
近
い
国
際
貿
易
港
で
あ
っ
た

J
」
十J
ヨ
－
、

f
J
v
l
 
当
時
の
様
子
を
描
い
た
錦
絵
はか
な
り
の
数
に
の
ぼ
る。
収
集
し
た
資
料
を
年

代
順
に
整
理
す
る
だ
け
で
も
、
相
当
の
時
聞
を
要
し
た
が
、そ
れ
ら
を
並
べ
て
み
る
と
、

横
浜
開
港
の
建
設
作
業
も
、ま
た
火
災
後
の
再
建
立
来
も
驚
異
的
な
ス
ピ
ー
ド
で
進
め
ら

れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。日
米
修
好
通
商
条
約
が
結
ぼ
れ
た
の
は
一
八
五
八
年
の
こ
と
だ

が
、
そ
の
年
の
う
ち
に
波
止
場
の
建
設
が
行
わ
れ
、翌
年
に
は
運
上
所
を
始
め
と
し
た
官

舎
も
完
成
し
、
開
港
に
間
に
合
わ
せ
て
い
る
。ま
た
、
豚
屋
火
事
の
あ
t

の
復
興
に
つ
い

て
も
、
居
留
地
の
外
国
人
が
J
百
後
に
は
も
う
再
建
年
来
が
始
ま
っ
て
い
た
」
と
驚
き

の
言
葉
を
書
き
残
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
り
、現
在
に
も
通
じ
る
日
本
人
の
民
族
性
を
見
る

思
い
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
多
数
の
資
料
を
収
集
、
整
理
し
、
往
時
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
は
か
な
り
知
る

「績浜税関j合革」（明治35年刊）より横浜運上所図（横浜開港資料館所蔵）
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こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
建
築
的
な
視
点
か
ら
見
る
と
、
ス
ケ
ー
ル
の
正
確
な
資
料
は

き
わ
め
て
稀
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
開
港
当
初
の
も
の
に
、
五
骨
一
室
号
貝
秀
が
描
い
た
『
神

よ
し
か
ず

奈
川
港
御
貿
易
場
御
開
地
』
や
、
一
川
芳
員
の
筆
に
な
る『御
開
港
横
浜
之
園』
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
概
念
図
。
で
あ
っ
て
ス
ケ
ー
ル
の
正
確
さ
は
望
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
横
浜

は
、
豚
屋
火
事
だ
け
で
な
く
、
関
東
大
雷
民
災
や
第
二
次
大
戦
で
も
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け

て
お
り
、
正
式
な
図
面
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

ぞ
う
し
た
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
目
を
ひ
い
た
の
は
、
一
八
六
五
年
（
慶
応
元
年
）イム

蘭
西
ミ
ニ
ス
ト
ル
の
命
に
よ
り
ク
リ
ベ
ッ
ト
が
実
測
作
成
し
たと
記
さ
れ
て
い
る
『
横
浜

絵
図
面
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
豚
屋
火
事
直
前
の
横
浜
を
か
な
り
正
確
に
描
い
た
も
の

と
い
え
る
。
ま
た
、
明
治
三
年
に
日
本
政
府
の
要
請
に
よ
っ
て
外
国
人
が
作
成
し
た

『
可

H
L〉
Z
C

司
∞
同
叶
、
吋
円
、
開
冨
何
Z

、

H
4
0司
J『
。
問
。Z
〉
冨
〉
』
と
い
う
絵
図
も
発
見
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
火
事
の
四
年
後
の
も
の
で
あ
る。

特
に
後
者
の
絵
図
に
は、

運
上
所
を
始
め
と
し
た
中
心
街
の
建
物
の
位
置
や
敷
地
、
さ

ら
に
日
本
人
街
や
居
留地
の
町
割
り
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る。

横
浜
全
体
の
ス
ケ
ー
ル

に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
か
ら
あ
る
程
度
正
確
な把
撞
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。

ま
た
波

止
場
の
形
状
に
つ
い
て
も
、
当
初
は
二
本
の
直
線
状
で
あ
っ
た
も
の
が
、
火
災
後
は
旧
東

波
止
場
が
手
鈎
状
に
大
き
く
伸
、
び
、
旧
西
波
止
場
も
内
側
に
湾
曲
し
た
形
に
変
化
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
横
浜
の
中
心
で
あ
っ
た
運
上
所
な
ど
の
建
物
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
調
査
し
て

い
く
と
、
建
築
的
な
資
料
と
し
て
は
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
か
ら
『
横
浜
運
上
所
絵
図

』、

ま
た
横
浜
開
港
資
料
館
か
ら
は
『印
同

一円
吋
の
出
。
司

2
5

司
（
）
∞
巴
）
ロ
耳
目
L巳
Z
の

z
o
c
∞
開
O
Z
F
C

、

H，

Z
0
・H

J円
。
問
。
巴
〉
冨
〉
明
。
同
冨
何
∞
∞
」
〉

H
N巴
H
Z開
冨
〉

同
，Z
開
ω
o
z
n
。
・
』
の
図
面
を
見
つ
け
る
こt
が
で
き
た
。
前
者
は
、
文
字
通
り
横
浜
運

上
所
の
平
面
図
、
後
者
は
東
洋
に
お
い
て
絶
大
な
勢
力
を
誇っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ャ

ー
デ
ン
・
マ
ジ
ソ
ン
商
会
の
英一
番
館
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
『
横
浜
運
上
所
絵
図
』
の
平
面
図
を
、
前
述
し
た
二
葉
の
絵
図
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
驚
い
た
こ
と
に
、
『

M
U
F〉
Z
O

司
∞
何
叶
叶
F
間
三
開
Z

、

H
4
0司

Jへ
（
）
問
。
巴
〉
冨
〉
』
に
捕
か
れ
た
横
浜
運
上
所
の
敷
地
に
ピ
ッ
タ
リ
と
合
致
し
た
。
つ

ま
り
、

平
面
図
に
あ
る
建
物
及
、
ひ
石
塀
で
同
ま
れ
た
中
庭
の
形
状
が
、
そ
の
ま
ま
小
さ
く
な
っ
て

絵
図
面
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
横
浜
運
上
所
絵
図
』
は
火
災
後
の
運

上
所
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
最
初
の
洋
風
建
築
の
横
浜
運
上
所
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
。

さ
ら
に
作
業
を

一
歩
進
め
、
『
司
「
〉
Z
O

司
∞
円
寸
ロ

L何
一
ぷ
肘Z
4

0
司

4
0
同
O
E
〉

冨
〉
』
の
絵
図
に
示
さ
れ
た
建
物
の
位
置
？
と
、
わ
れ
わ
れ
が
収
集
し
わ
／
錦
絵
や
写
真
か
ら

読
み
取
れ
る
情
報
と
を
、A

つ
ひ
と
つ
照
合
し
て
み
る
こ
と
に
し
た

。
す
る
と
運
上
所
だ

け
で
な
く
、
一
二木
の
塔
を
持
つ
特
徴
的
な
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
や
、
ア
メ
リ
カ
領
事
館

、

運

上
所
と

一

緒
に
建
設
さ
れ
た
繍
浜
役
所
なE
の
中
心
的
な
建
物
の
配
置
や
向
き
な
ど
が
、

か
な
り
正
雄
に
把
握
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
の
復
元
構
想
は
大
き
く
広
が
っ
た
。
つ
ま

り
、
第
二
次
横
浜
運
上
所
を
中
心
と
し
て
、
当
時
の
横
浜
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ト

の
町
並

を
、
波
止
場
も
合
め
て
で
き
る
限
り
復
元
し
て
み
よ
う
と
い
う
思
い
が
ふ
く
ら
ん
で
き
た

の
で
あ
る
。
そ
の
作
業
の
結
果
が
、
四
ペー
ジ
に
あ
る
「
復
元
配
置
図
」
で
あ
る。

－
横
浜
運
上
所
の
復
元

第
二
次
横
浜
運
上
所
に
つ
い
て
は

、

次
の
よ
う
な
復
元
作
業
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
神
奈

川
県
立
金
沢
文
庫
か
ら
入
手
し
た
『
横
浜
運
上
所
絵
図
』
に
つ
い
て
、
詳
細
な
検
討
を
加

え
た
。

絵
図
の
左
下
に
は
、
建
築
の
間
口
部
及
び
壁
の
種
類
を
示
す
九
例
が
示
さ
れ
て
い
た
。

入
口
、
窓
な
ど
は
同
じ
形
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
窓
は
朱
色
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
車

形
t

い
っ
て
、
朱
色
の
点
線
で
表
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
入
口
の
吹
抜
の
ア
ー
チ
で
あ

る
。
石
壁
は
、
薄
墨
の
入
っ
た
二
本
線
で
、
こ

れ
は
運
上
所
の
外
壁
を
示
し
て
い
る
。
石

塀
は
幅
の
狭
い
二
本
線
で
、
こ
れ
が
中
央
大
通
り
に
面
し
た
庭
を
囲
ん
だ
外
塀
に
あ
た
る
。

さ
ら
に
墨
書
き
の
図
面
の
内
側
（
建
物
内
部
）
に
目
を
転
じ
る
と
、
押
入
れ
、
戸
棚
、

小
遣
い
部
屋
な
ど
の
戸
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
も
使
用
し
て
い
る
の
と
同
じ
表
現
で
、
引

違
い
戸
を
示
し
て
い
る
。
下
屋
部
分
の
後
架
（
便
所
）
は
、
小
便
所
部
分
に
は
戸
が
な
く
、

大
便
所
部
分
は
片
開
き
戸
の
表
示
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
引
戸
の
部
分
は
か
な
ら
ず
引
戸
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が

分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
凡
例
に
あ
る
入
口
及
び
窓
の
片
側
に
張
り
出
し
た
白
抜
き
表
現
は

開
き
戸
（
両
開
き
、
ま
た
は
片
聞
き
）
を
示
し
た
も
の
と
判
断
し
、
そ
の
聞
き
方
向
を
出

張
ら
せ
た
方
向
て
表
し
て
い
る
と
考
え
るこ
と
に
し
た
。

「
目
利
人詰
所
」
「常
人
足
詰
所」

な
E

の
開
き
戸
に
は
、
不
可
解
な
点
も
あ
る
が
、
混
乱
期
に
は
あ
り
得
た
と
い
う
判
断
か

ら
同
じ
考
え
で
統
一
し
た
。

ま
た
、
主
な
部
屋
に
は
、
た
と
え
ば
「
収
税
所
、
板
敷
、
廻
り
張
り
付
、
鏡
天
井
、
三

拾
武
坪
」
と
か
、「荷
改
所
石
床
、
武
拾
八
坪
L

「
引合
所
、
板
敷
、
廻り
張
り
付
、
鏡
天

井
」
な
ど
の
記
入
が
あ
り、
内
部
仕
上
げ
の
一
部
や
部
屋
面
積
が
分
か
る
。
記
入
の
な
い

寸
役
々
控
所
」
なE
は
、
畳
敷
と
し
た。

建
物
の
ス
ケ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
図
面
上
の
柱
聞
は
約
十
一
・

五
ミq
間
隔
て
表
現
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
基
準
の
縮
尺
で
あ
る
か
不
明
だ
が
、
「
収
税
所
」
や
「
荷
改
所
」

8 
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の
坪
数
か
ら
判
断
し
て
、
前
者
は
四
問
×
八
問
、
後
者
は
四
間
×
七
聞
と
断
定
し
、

図
面

上
の
標
準
的
な
柱
間
隔
を
田
舎
間
一
聞
と
し
て
復
元
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、横
浜
運
上
所
の
平
面
に
つ
い
て
は
、
絵
図
を
基
に
し
て
復
元
す
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
問
題
は
立
面
で
あ
っ
た
。
立
面
の
参
考
資
料
と
し
て
は
、
『
横
浜
税
関
沿

こ
れ
は
ま
っ
た
く

革
』
に
明
治
三
十
五
年
の
ス
ケ
ッ
チ
が
掲
載
き
れ
て
い
る
。
し
か

し
、

の
素
人
が
、
お
そ
ら
く
は
記
憶
に
基
づ
い
て
の
ち
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
図
面
的
な
正
確

さ
の
点
で
は
全
く
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
次に
、
明
治
三
年
の
二
代
広
重
画
の
『
武
陽
横

浜
一覧
』

の
鳥
轍
図
の
波
止
場
付
近
を
写
真
で
拡
大
し
て
み
た
とこ
ろ

、

運
上
所
及
び
荷

揚
げ
場
の
上
屋
が
見
え
て
い
る
。こ
れ
に
よ
れ
ば
、
運
上
所
の
出
入
口
は
たし
か
に
吹
抜

の
ア
ー
チ
で
あ
り
、
荷
揚
げ
場
の
上
屋
の
木
造卜
ラ
ス
が
か
つ
て

『
季
刊
大
林
』
で
復
元

し
た
新
橋
駅
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上
屋
と
同
じ
形
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

し
か
し
、

こ
れ
で
は
上
屋
の
ほ
ん
の

一
部
分
が
判
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
も
う

一
度
、
素
人
が
描
レ
た
と
思
わ
れ
る
ス
ケ
ッチ
に
立
ち
戻
っ

た
。

建
築
的
な
ス
ケ
ー
ル
’の
点
で
は
信
頼
性
に
乏
し
い
が
、こ
の
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
で
き
る

限
り
の
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
に
し
た
。ま
ず
第
一
に
、
屋
根
形
状
が
寄
棟
で
あ
り
、
桟

瓦
葺
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る。
L
v
h
，
」
、

句

W
C
J
J’

屋
根
部
分
が
大
き
く
表
現
さ
れ
て
お
り
、
素
人

の
目
に
も
地
上
か
ら
屋
根
が
割
合
目
立
つ
勾
配

a

で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る。

軒
の
出

外
壁
は
わ
り
に
小
割
り
の
石
の
馬
目
地
張
り
と
な
っ
て
い
る

。

出
入
口

は
や
や
小
さ
く
、

の
ア
l

チ
は
、
平
面
図
の
表
現
と
照
合
し
て
も
、あ
る
高
さ
ま
で
垂
直
に
直
線
で
上
り
、

そ
の
上
に
架
け
ら

れ
た
ア
ー
チ
で
あ
る
。

窓
の
形
状
は
、
ア
ー
チ
な
し
の
四
角
形
で
、
比

較
的
高
い
位
置
に
付
い
て
い
た
印
象
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。

ス
ケ
ッ
チ
か
ら
以
上
の
、
」
と
は
判
断
で
き
た
が
、

や
は
り

一番
の
課
題
は
、
屋
根
勾
配

や
軒
高
な
ど
の
正
確
な
ス
ケ
ー
ル
を
ど
こ
か
ら
求
め
る
か
、
で
あ
る

。

そ
こ
で
ま
ず
、
平

面
図
の
寸
法
と
当

時
の
類
似
建
物
の
写
真
か
ら
作
成
し
た
透
視
ス
ケ
ッ
チ
を
基
に
、

コ
ン

ピ
ュ
l

タ
を
使
っ

て
透
視
図
法
の
逆
算
を
す
る
こ
と
に
よ
り
屋
根
勾
配
や
軒
高
を
求
め
る

方
法
を
試
み
た
（『
季
刊
大
林
』
の
国
会
議
事
堂
の
復
元
で
利
用
し
た
手
法
で
あ
る
）

。

し
、
こ
れ
は
写
真
資
料
と
、
平
面
図
の
位
置
と
ズ
レ
が
あ
る
た
め
、

し
カ、

不
可
能
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。

一
j
六
七
年
（
慶
応
三
年
）
に
撮
影
さ
れ
た
横
浜
役
所
の
写
真
を

利
用
す
る
方
法
で
あ
る。

こ
の
写
真
の
右
端
に
は
倉
庫
状
の
建
物
が写
っ
て
い
る
が
、
横

浜
役
所
と
運
上
所
と
は
同
時
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
同
じ
公
共
施
設

と
し
て
こ
の
合n
庫
の
屋
根
勾
配
や
軒
高
が
運
上
所
と
同一で
あ
ろ
う
t

想
定
し
た

。

そ
し

て
、
写
真
の
塀
際
に
立
っ
て
い
る
人
物
の
身
長
を

一
・

六
灯
と
仮
定
し
、
比
例
に
よ
っ
て

建
物
の
各
部
の
数
値
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
塀
高
二
灯
、
窓
上
部
高
三
・

四
灯
、
軒
高
四

次
に
試
み
た
の
は
、

の
あ
る
資
料
が
作
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
が
つの
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は、

『
安
政
六
年
l

文
久
二
年
横
浜
商
人
録』
を

主
に

『
安
政
六
年
未

年
七
月
改
御
交
易
場
所
附
併
諸
商
人
軒
数
明
細
書
』
を
歩4
44
に
し
、
各
店
の
商
売
の
内
容

t

間
口
奥
行
の
関
数
を
、
一軒
一
軒
に
つ
い
て
克
明
に
記
入
し
て
い
く
集
に
取
り
か
か

っ
た
。

ひ
と
口
に
商
売
の
内
容
と
い

っ

て
も
、
混
乱
期
の
横
浜
だ
け
に
単
純
な
も
の
で
は

な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
な
ん
で
も
屋
」
が
多
い
。

極
端
な
例
で
は
、
大
通
り
北
側
の
中
川屋

徳
三
郎
の
店
の
よ
う
に
、
「
未二
月

二
十
円
、
薪
、
水
、
食
料
」
「未
四
月
十
六
日
、
小
鳥

、

飼
鳥
、
ち
ん
、髪
結
床
」
「
未
九
月
十一
日
、
太
物
、
小
間
物
、
荒
物
、
銅
鉄
、
唐
銅
、
ハ

ン
ダ
、
牛
肉
切
売L
「
未
十
一月
二
十
六
日
、
生
絹
糸
、
桐
油
」
「
未
十二
月
廿
五
日
、
湯
屋
」

と
、
唖
然
と
す
る
も

の
も
あ
る

。

こ
れ
を
整
理
す
る
た
め
、
「最初
に
登
録
し
た
職
種
を
記

入
す
る
」
と
い
う
方法
を
保
用
し
た。

ま
た
、
参
考
に
し
た二
つ
の
資
料
に
は
記
入
方
法
に

不
備
な
点
も
あ
り
、
解
釈
に
よ
っ
て
町
割
り
そ
の
も
の
が
異
な
っ
て
く
る
所
が
少
な
く
な

け
ん

い
。

今
回
は
、
ま
ず
間
口
奥行
の
問
数
を
つ
ぶ
さ
に
記
入
し
な
が
ら
、
間
数
の
合
計
が
合

L

叩
う
か
ん

う
よ
う
に
割
り
直
し
、
洲
干
町
の
町
割
り
に
つ
い
て
も
追
加
す
る
こ
と
に
し
た。

こ
う
し
て
完
成
し
た
町
割
り
図
を
、
さ
ら
に
商
売
別
に
色
分
け
し
て
み
る
と
、
開
港
期

の
町
の
特
徴
が
見
え
て
き
た。

そ
れ
は
商
売
の
内
容
別
に
よ
る
町
並
の
構
成
で
あ
る

。

た

と
え
ば
、
運
送
・

人
足
関
係
を
取
扱
う
店
は
波
止
場
、
運
上
所
近
く
の
海
岸
通
り
に
集
中

し
て
い
る

。

物
産
店
も
こ
の
付
近
に
多
い。

塗
物
・

漆
器
類
の
店
は
本
町
五
丁
目
付
近
、

現
在
の
総
合
商
社
的
な
店
は
木
町二
丁
目
1

四
丁
目
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ト
を
占
め
て
い

る
こ
と
が
分
か
る。

ま
た
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
職
種
の
店
が
混
在
し
て
い
る
の
は
、
南
仲
通
り

二
丁
目
、
弁
天
通
り二
丁
目
i

五
丁
目
で
あ
る。

一
方
髪
結
や医
師
の
店
は
、
日
本
人
街

の
全
体
に
ほ
ぼ
等
間
隔
で
散
在
し
て
お
り
、
町
並
の
計
画
性
に
は
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る

も
の
が
あ
っ
た

。

横
浜
と
い
え
ば
生
糸
貿
易
が
有
名
だ
が
、
こ
の
町
割
り
図
に
は
生
糸
を
扱
う
店
は
意
外

横
浜
港
が
テ
ー
マ
と
な
っ
た
時
、
そ
の
範
囲
は
あ
ま
り
に
も
広
く
、
対

象
を
ど
う
絞
り
込
む
か
に
正
直
な
と
こ
ろ
戸
惑
い
を
覚
え
た。

し
か
し
、
資
料
調
査
を
進

め
る
う
ち
に
、

戸
惑
い
は
急
速
に
興
味
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
興
奮
さ
え
覚
え
始
め
た

。

絵

作
業
を
終
え
て

図
面
や
錦
絵
な
ど
の
収
集
し
た
資
料
の
す
べ
て
を
、
色
分
け
し
た
ラ
シ
ャ
紙
に
年
代
別
に

貼
り
付
け
、
毎
日
の
よ
う
に
眺
め
る
う
ち
、
開
港
初
期
の
横
浜
の
姿
が
少
し
ず
つ
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
、
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
も
絞
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る

。

横
浜
は
、
波
止
場
と
運
上

所
を
中
心
と
し
て
、
日
本
人
街
と
居
留
地
と
を
東
西
に
振
り
分
け
た
「
計
画
都
市
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
現
在
の
関
内
に
も生
き
て
お
り
、
時
聞
を
超
え
た
そ
の
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
展

灯
と
い
う
寸
法
を
得
た。

屋
根
勾
配
は
、
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）に
横
浜
で
出
版
さ
れ
た
『
日
本
絵
入
商

人
録
』

五
寸
勾
配
と
しき
たら

ま横
た浜
役

外所
観や
の英
下げ国
屋ゃ領

の
銅
版
画
の
商
館
な
ど
の
勾
配
を
参
考
と
し
つ
つ
、

事
館
背
後
の
運
上
所
倉
庫な
ど
と
も
比
較
し
、

部
分
は
、
平
面
図
か
ら
木
造
板
張
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、一
八
七
O
年
（
明

治
三
年
）
に
三
代
広
重
が
描
い
た
『
横
浜
運
上
所
絵
園
』
を
参
考とし
て
、

下
見
板
張
り

の
窓
は
竪
格
子
付
の
障
子
窓
と
し
た
。
外
壁
や
石
塀
の
石
割
り
に
つ
い
て
は
、

当
時
の
ほ

か
の
建
物
の
写
真
や
錦
絵
、
銅
版
画
な
ど
を
詳
細
に
検
討
し
て
決
定
す
る
方
法
を
と
り
、

門
柱
、
門
扉
も
同
様
の
方
法
を
採
用
し
た
。

こ
う
し
て
第
二
次
横
浜
運
上
所
の
復
元
が
成
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
そ
の
復
元
図
を
見
る

と
、
大
火
後
の
再
建
だ
け
に
、構
造
は
木
造
で
あ
っ
て
も
屋
根
は
瓦
葺
、
外
壁
は
石
張
り

さ
す
が
に
防
火
対
策
が
施
さ
れ
て
い
る

。

こ
れ
は
、
第
三
団
地所
規
則
に
よ

っ

で
あ
り
、

て
、
諸
外
国
か
ら
中
心
街
の
役
所
を
防
火
構
造
と
す
る
要
請
が
あ
り
、

そ
れ
を
受
け
た
も

の
で
あ
っ
た
。

こ

の
運
上
所
は、

神
奈
川
役
所
常
式
請
負

ま
た
、

横
浜
役
所
と
と
も
に
、

人
・
河
井
松
右
衛
門
、
が
請
負
い
、

維
新
の
直
前
に
完
成
し
て

一
八
六
七
年
（慶
応
三
年
）
、

い
る
。

ベ
ラ
ン
ダ
や
塔
の
あ
る
木
造
二
階
建
て
の
横
浜
役
所
と
比
較
す
る
と
、
運
上
所
は

一
見
、
地
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
波
止
場
か
ら
日
本
大
通
り
へ
と
抜
け
る
中
央
部
の
ア1

チ
型
の
通
り
抜
け
ホ
ー
ル
や
、
従
来
の
日
本
建
築
t

は
全
く
異
な
る
洋
式
平
面
の
採
用
な

ど
、
欧
米
建
築
の
導
入
と
い
う
点
で
は

、

幕
末
期
を
代
表
す
る
画
期
的
な
建
物
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
運
上
所
の
左
右
両
翼
に
あ
る
荷
揚
げ
場
の
上
屋
の
木
構
造
も
、

方
杖
を
用
い
た

斬
新
な
手
法
で
あ
り
、の
ち
に
新
橋
駅
の
プ
ラ
ット
ホ
ー

ム
の
上
屋
の
構
造
に
も
取
り
入

れ
ら
れ
る
な
ど
、
運
上
所
の
建
築
は
、すべ
て
に
時
代
の
最
先
端
を
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

ω
開
港
期
・
日
本
人
街
の
町
割
り
図
の
改
訂
復
元
（
添
付
地
図
参
照
）

以
上
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
横
浜
運
上
所
を
中
心
と
し
た
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ト

の
町

並
の
復
元
を
行
っ
た
が
、
そ
の
作
業
過
程
で
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う

一
つ
の
興
味
深
い
資
料

と
出
会
っ
た。
そ
れ
は
、
『
横
浜
市
史
』
第
二
巻
に
添
付
さ
れ
て
い
る
『
安
政
六
年
現
在
横

浜
町
商
人
配
置
固
』
で
あ
る

。

こ
れ
は
、
開
港
期
の
横
浜
の
日
本
人
街
に
お
け
る
町
割
り

を
再
現
し
た
も
の
で
、『
安
政
六
年
i

文
久
二
年
横
浜
商
人
録
』
や
当
時
の
町
割
り
絵
図
な

ど
を
歩
妥d
と
し
て
作
成
さ
れ
た
大
変
な
労
作
で
あ
る
。

こ
の
配
置
図
と
、
五
雲
亭
貞
秀
の『
横
浜
開
港
見
聞
誌』
や
『
横
浜
土
産
』

（
万
延
元
年
）

に
描
か
れ
た
町
の
風
景t
を
照
合
し
な
が
ら
眺
め
る
と
、
き
な
が
ら
往
時
の
横
浜
を
歩
い

て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
と
興
奮
を
覚
え
た。

そ
こ
で
、
こ
の
配
置
図
を
基
礎
と
し
て
、

さ
ら

に
ど
こ
の
店
が
E

の
よ
う
な
商
売
を
し
て
い
た

の
か
を
書
き
込
む
と
、
一
層
臨
場
感

に
少
な
い
。

そ
れ
は
、
開
港
期
に
は
外
国
商
人
た
ち
の
関
心
が
生
糸
よ
り
も
金
貨
と
い
う

特
殊
な
投
機
商
品
に
向
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
の
わ
が
国
の
金
銀
比
価
が
、
国
際

水
準
の
三
分
の
一
？
と
い
う
低
き
だった
こ
と

に
よ
る
。

し
か
し
、
生
糸
は
こ
の
直
後
か
ら

急
速
に
輸
出
品
の
代
表
と
な
り
、
と
く
に
生
糸
の
原
産
地
を
背
景
と
し
た
地
方
商
人
た
ち

の
台
頭
に
よ
っ
て

、

横
浜
の
貿
易
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
様
相
を呈
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
貞
秀
の
絵
に
描
か
れ
た
店
の
名
と
、
町
割
り
図
の
店
名
を
照A
nし
な
が
ら

見
て
い
く
と
、
非
常
に
よ
く
合
致
し
て
い
るこ
と
が
理
解
で
き
る

や

で
あ
ろ
う

。

海
岸
通
り

入
口
の
伊
勢
屋
の
暖
簾
と
金
子
屋
の
名
称
の
不

一
致
、
ま
た
本
町
南
横
通
り
方
向
を
見
た

絵
の
高
木
屋
塗
物
店
が
町
割
り
図
で
は

一
軒
入
っ
た
山
城
屋
の
隣
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

除
け
ば

、

あ
と
は
実
に
正
確
で
あ
る。

本
町

一
丁
目
大
通
り
を
見
た
絵
に
は
、
左
側
の
東

の
店
先
に
鳥
龍
を
描
く
な
ど
、
貞
秀
の
配
慮
に
は
心
に
く
い
も
の
が
感

困
屋

（
陸
鳥屋
）

じ

ら

れ
る
。

ち
な
み
に
、
有
名
な
大
店
の
三
井
の
横
浜
店
は
本
町

一
丁
目
と
二
丁
目
の
角
に
あ
り
、

岡
倉
天
心
の
生
ま
れ
た
石
川
屋
は
本
町
五
丁
目
の
角
に
あ
る
。

ま
た
、
本
町
内
丁
目
の
中

居
屋
重
兵
衛
は
、
総
銅
板
屋
根
の
華
麗
な
店
を
建
て
て
幕
府
に
に
ら
ま
れ
、
命
を
落
と
し

た
代
表
的
な
横
浜
商
人
の
ひ
と
り
や
で
あ
っ
た

。

海
岸
通
り
二
丁
目
の
下
回
屋
文
吉
は
、
の

ち
に
同
じ
場
所
に
横
浜
最
初
の
芝
居
小
屋
で
あ
る
下
回
座
を
興
し
て
い
る

。

さ
ら
に
、
運

上
所
西
側
の
脇
通
り
（
本
町
北
通
り
）
を
南
へ
行
く
と、

吉
田
新
田
の
中
に
有
名
な
港
崎

遊
廓
が
あ
り
、
反
対
に
本
町

一
丁
目
の
福
井
屋
の
角
を
西
へ
行
く
と
、
そ
の
突
当
た
り
に

し
ゅ
う

か
ん

開
港
以
前
か
ら
洲
干
の
弁
天
社
が
あ
り
、
そ
の
裏
の
浜
は
馬
場
に
な
っ
て
い
た
。

余
談
に

な
る
が
、
現
在
の当
社
横
浜
支
店
は
、
弁
天
通
り
四
丁
目
で
粉
屋
を
営
む
鴨
井
屋
重
兵
衛

の
店
の
位
置
に
な
る。

こ
う
し
た
現
代
と
の
比
較
も
、
そ
の
変
わ
り
ょ
う
を
知
る
意
味
で

興
味
深
い
も
の
が
あ
る。

聞
に
は
興
味
の
尽
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た。

と
く
に
、
横
浜
運
上
所
の
よ
う
に
、
か
つ
て

は
横
浜
の
先
進
的
建
築
物
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
単
純
明
快
き
の
ゆ
え
に
歴
史
の
蔭
に
埋

も
れ
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
に
出
会
え
た
こ
と
は
、
建
築
に
携
わ
る
者
と
し
て
大
き
な
喜

び
で
あ
っ
た
。

今
回
の
復
元
が
、
横
浜
の
歴
史
と
、
洋
風
建
築
の
歴
史
を
知
る
上
で
の
一

助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る。

な
お
最
後
と
な
っ
た
が
、
今
回
の
復
元
に
際
し
、
建
築
面
で
の
監
修
を
担
当
し
て
い
た

だ
い
た
平
井
聖
東
京
工
業
大
学
教
授
、
各
種
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
横
浜
開
港
資

料
館
及
び
同
館
堀
勇
良
先
生
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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