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を
知
る
に
は
'

刀

川
と
遊

【川
の
中
を
歩
-
】

川
で
遊
ぶ
楽
し
み
は
'
な
ん
と
い
っ
て
も
水

に
触
れ
る
こ
と
｡
業
足
に
な
っ
て
川
の
中
に

入
っ
て
み
る
と
､
夏
で
も
ひ
ん
や
-
と
し
L
J

水
の
感
触
が
-
れ
し
い
も
の
で
す
｡
足
の

鼓
に
は
川
底
の
砂
の
つ
ぶ
つ
ぶ
､
大
小
の
石

の
形
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
き
ま
す
｡

【川
で
泳
ぐ
】

川
で
祢
ぎ
'
潜
る
と
い
-
こ
と
は
､
頭
の
て

っぺ
ん
か
ら
足
の
先
ま
で
水
に
接
触
す
る
こ

と
で
す
｡
川
の
中
を
妙
-
こ
と
よ
り
,J
つ

と
川
や
水
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
川

は
プ
ー
ル
と
も
海
水
浴
場
と
も
輿
な
る

世
界

｡そ
こに
は
絶
え
ず
下
流
へ
向
か
う

流
れ
が
あ
り
､
底
も
変
化
に
笛
ん
で
い
ま

≡学監 一- l水 き り

水
き
り
と
は
､小
石
を
池
な
ど
の
水
面
す
れ

す
れ
に
投
げ
て
､ビ
ユ
ン
､ビ
ユ
ン
と
い
-
つ
か
弾
み

な
が
ら
飛
ん
で
い
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡

昔
は
'ど
こ
で
も
じ
や
り
道
の
L
'め
'石
ほ
い
-

ら
で
も
あ
っ
た
｡で
も
､た
-
さ
ん
水
き
り
を
さ
せ

る
に
は
で
き
る
だ
け
平
ら
で
､大
き
さ
も
親
指
と

人
さ
し
指
で
も
て
る
-
ら
い
の
も
の
が
よ
か
っ
た
｡

小
石
の
投
げ
か
た
は
､姿
勢
を
低
-
し
て
水

面
す
れ
す
れ
に
､し
か
も
石
が
回
転
し
な
が
ら
飛

ぶ
よ
う
に
横
投
げ
を
す
る
｡す
る
と
へビ
ユ
ン
､ビ
r]

ン
､ビ
ュ
ー
ン
と
面
白
い
･Lt
う
に
い
-
つ
も
水
を
き

っ
て
飛
ん
で
い
っ
た
｡

子
供
た
ち
ほ
'じ
ゃん
け
ん
で
順
番
を
き
め
､い

-
つ
水
を
き
っ
た
か
tと
放
争
し
た
も
の
で
あ
る
｡

す
｡
プ
ー
ル
に
は
備
わ
っ
て
い
な
い
生
き
物

の
す
み
か
と
し
で
の
場
で
も
あ
-
ま
す
｡

川
で
泳
ぐ
こ
と
は
'
自
然
の
仕
組
み
を
体

で
党
え
て
い
-
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
｡

【ポ
ー
ー
､
い
か
だ
や
カ
ヌ
ー
な
ど
で
川

に
浮
か
び
'
流
れ
下
る
】

ポ
ー
ー
､
い
か
だ
'
カ
ヌ
I
､
浮
き
輪
､
エ
ア

ー
マッ
ー
な
ど
'
水
に
浮
か
び
安
定
し
て
い

ら
,J
の
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
O
K
｡
そ
れ
に

乗
っ
て
川
に
浮
か
び
､
流
れ
に
身
を
ま
か
せ

て
下
っ
て
み
ま
し
ょ
-
0
陸
か
ら
な
が
め
る

の
と
は
､
ひ
と
味
ち
が
う
川
の
魅
力
を
発

見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
い
か
だ
の
作
り

方
は
､
以
外
と
カ
ン
タ
ン
で
す
｡
必
ず
し
も

木
で
作
る
必
繁
は
な
-
､
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
凝
った
-
､
変
わ
っ
L
J紫
材
を
使
-
こ
と

が
で
き
る
の
も
い
か
L
J作
-
の
楽
し
み
c
L
J

だ
し
､
上
手
に
作
ら
な
い
と
､せ
っ
か
-
の
い

か
だ
が
浮
か
べ
て
す
ぐ
に
分
解
し
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
の
で
ご
注
f.=!を
.
鶴
且
川

で
朋
僻
さ
れ
る
い
か
だ
フ
エ
ス
テ
T
パ
ル
に

は
､
参
加
者
の
創
恋
に
あ
ふ
れ
た
手
作
-

い
か
だ
が
登
場
し
て
い
ま
す
1

【笹
舟
を
流
す
】

木
の
兼
や
竿
の
兼
を
川
に
流
す
と
､
川
の

中
の
水
の
動
き
が
よ
-
わ
か
り
ま
す
｡
笹

の
誰
で
舟
を
作
っ
て
流
し
て
み
ま
し
ょ
-
0

石
や
浅
い
場
所
が
あ
れ
ば
'
水
は
じ
ゃ
ま

も
の
を
避
け
て
よ
-
流
れ
や
す
い
方
に
向

か
い
'架
や
笹
舟
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
流

れ
下
-
ま
す
｡
浅
瀬
で
は
波
に
よ
って
水
に

潜
り
､
浮
き
し
な
が
ら
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ

ー
の
よ
-
に
下
っ
て
い
き
ま
す
｡
淵
で
は
静

か
に
漂
い
､
渦
を
巻
い
た
と
こ
ろ
で
は
､
ぐ

る
ぐ
る
回
り
続
け
て
い
つ
流
れ
下
る
の
か

わ
か
-
ま
せ
ん
o
水
の
動
き
そ
の
も
の
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
兼
や
笹
舟
の
軌
き
は
､

い
つ
ま
で
見
て
い
で
も
飽
き
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
o

【川
原
の
石
で
遊
ぶ
】

川
原
に
も
表
情
が
あ
-
ま
す
｡
大
小
の
石

が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
､
砂
が

一
面
に

広
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
､
革
や
木
が
生
え
て

い
る
と
こ
ろ
な
ど
な
ど
｡
石
が
あ
る
と
こ
ろ

で
は
'石

を
並
べ
た
り
'
郁
ん
だ
り
し
て
､

ダ
ム
や
プ
ー
ル
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

流
れ
の
早
い
と
こ
ろ
で
は
､
小
さ
い
石
L
,け

を
便
-
と
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
'
大

き
い
石
と
組
み
合
わ
せ
れ
ば
う
ま
-
で

き
ま
す
｡プ
ー
ル
を
作
れ
ば
､釣
っ
た
魚
を

泳
が
せ
て
お
-
場
所
に
も
な
る
し
､
ジ
ュ

ー
ス
を
冷
す
天
然
の
冷
蔵
俳
に
も
な
り

ま
す
｡

翠
に
の
ろ
よ
う
な
小
さ
な
石
の
L
J-
さ
ん

あ
る
川
原
は
'
水
き
-
に
か
っ
こ
-
の
場
所

で
す
｡L
Jだ
し
､
人
に
当
L
Jる
と
危
険
な
の

で
安
江
恵

′
水
き
り
を
う
ま
-
や
る
に

は
､
ま
ず
で
き
る
だ
け
平
べ
っ
た
い
石
を
見

つ
け
る
こ
と
｡
人
差
し
指
で
石
の
外
問
を

持
ち
､
親
指
と
中
指
で
石
の
上
下
を
は

さ
み
ま
す
｡
姿
勢
を
や
や
低
-
L
tア
ン
ダ

ー
ス
ロ
ー
で
回
転
す
る
よ
う
に
､
M
心い
き
り

投
げ
ま
す
｡
そ
う
す
る
と
石
は
い
き
な
-

水
の
中
に
は
潜
ら
ず
､
ま
る
で
水
の
表
両

で
三
段
跳
び
で
も
す
る
よ
う
に
飛
ん
で
い

き
ま
す
｡

【動
物
や
植
物
を
見
る
】

川
辺
は
鳥
を
見
る
に
は
格
好
の
場
所
で

す
｡
鵜
は
季
節
､
上
中
下
流
と
い
っ
た
場

所
､
環
蛾
の
追
い
で
生
息
す
る
種
類
が
a
'

な
り
ま
す
｡
夏
鳥
の
オ
オ
ヨ
シ
キ
-
'冬
鳥

の
カ
モ
対
､
春
秋
の
渡
り
の
季
節
に
一時
､

立
寄
る
シ
ギ
や
チ
ド
-
の
旅
烏
は
､
季
節

に
よ
っ
て
移
刺
し
ま
す
｡
け
れ
ど
コ
サ
ギ
や

セ
グ
ロ
セ
キ
レ
イ
な
ど
は
留
鳥
と
い
わ
れ
､

地
域
に
よ
っ
て
1
咋
中
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
｡
鵜
を
見
分
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
る

に
は
､
観
察
か
ら
始
め
る
と
良
い
で
し
ょ

ラ
.
バ
ー
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
の
躯
い
は
と
の

地
域
に
も
あ
る
の
で
､
そ
こ
に
参
加
し
て

鳥
の
見
分
け
方
を
鮮
験
者
に
指
導
し
て

も
ら
-
の
も
一
つ
の
方
法
D
自
分
で
図
鑑

を
問
い
で
鳥
の
磯
村
を
調
べ
る
の
も
楽
し

い
も
の
で
す
｡

土
手
の
カ
ン
ー
ウ
タ
ン
ポ
ポ
や
ノ
ジ
ス
ミ
レ
､

岸
辺
の
オ
ギ
や
ス
ス
キ
､
湿
地
の
ヨ
シ
や
ガ

マ
等
､
川
辺
に
生
え
る
植
物
も
､
季
節
や

環
境
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
す
C
花
を
見
る

た
け
で
な
く

花
と
虫
の
関
係
な
ど
､
植

物
を
と
り
ま
-
自
然
を
大
き
-
眺
め
て

み
ま
し
ょ
う
｡

川
の
中
や
川
原
に
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な

動
物
が
い
ま
す
｡
カ
ニ
､
エ
ビ
､
カ
グ
ロ
ウ
､
伽

な
ど
を
追
い
か
け
る
の
も
水
遊
び
の
火
し

み
で
す
｡

そ
の
他
'
風
景
を
写
生
L
L
j-
'
川
辺
を

親
子
や
友
た
ち
と
散
歩
す
る
､夏
の
キ
ャ

ン
プ
や
夕
訪
れ
の
花
火
な
ど
な
ど
､
川
と

親
し
み
'
自
炊
…を
楽
し
む
方
法

は
'ま
L
,

ま
L
,沢
山
あ
り
ま
す
｡
あ
な
た
だ
け
の
川

で
の
楽
し
み
､
見
つ
け
ま
せ
ん
か
｡

子ども
た

ち
から

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

見

川
新

聞

｣

｢
鶴見
川
新
川｣
は
､毎
年
｢川と
緑

を

考
え
る
チ
ビ
も
会

議
｣
に
あ
わ
せ
て
幕
張

さ
れ
る
､
了
ど
も
た
ち
の
手
づ
-
-
の
新

開
で
す
｡
1
9
9
2
年
に
は
流
域
の
63
の

小
中
学
校
か
ら
約
1
6
2
0
点
も
の
応

券
が
あ
-
ま
L
L
JC
ど
の
作
品
も
現
地
に

足
を
涼
ん
で
雅
兄
L
L
Jこ
と
や
､
訓
へ
L
J

こ
と
な
ど
を
見
解
な
文
や
絵
で
仕
上
げ

L
J力
作
ぞ
ろ
い
O
子

ど
も
た
ち
な
り
に
'

鶴
見
川
へ
の
夢
や
､
川
の
汚
姓
へ
の
心
配
､

M心
い
や
り
を
､
か
わ
い
い
イ
ラ
ス
ト
や
手
む

き
の
文
字
で
'
紋
所
い
っぱ
い
に
埋
め
尽
-

し
て
い
ま
す
O
新
例
づ
-
り
に
参
加
す
る

こ
と
で
鶴
見
川
と
の
か
か
わ
-
の
認
識
が

子
ど
も
た
ち
の
中
に
深
め
ら
れ
て
い
-
よ

う
で
す
｡
他
見
川
へ
の
愛
猫
や
恐
い
や
り

を
持
っ
た
こ
の
子
ど
も
L
Jち
が
大
人
に
な

っ
た
と
き
が
楽
し
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡

蔓 夏 至 輔 踊 要 事 吾 妻禦 芸 .jザリガニlつ
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NATURE
つ る み 川

A暫

緑

川

〕鼻1r
を
奏
で
る
日
｡

き
れ
い
な
ハ
ー
モ
ニー

に
川
が
流
れ
て
い
で
も
'
も
-
気
に
J
留

め
な
い
方
が
大
半
で
し
ょ
-
｡
で
す
が
､
誰

が
川
を
汚
-
L
L
Jの
か
､
と
い
う
関
越
は

大
き
-
残
-
ま
す
｡
そ
し
て
人
と
人
が
ふ

れ
あ
い
､
釣
り
人
や
､
夏
に
は
魚
踊
り
で

賑
わ
っ
て
い
た
土
手
の
風
景
は
､
な
ぜ
な

-
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
｡
川
を
空
っ
ぽ
の

風
茄
に
し
て
し
ま
っ
L
Jの
は
､
誰
の
出
任

な
の
か
､
と
い
-
問
題
も
｡

か
つ
て
川
の
あ
る
街
は
'
川
に
向
か
っ
て
川

か
れ
て
い
ま
L
L
J｡
川
も
ま
L
J街
に
向
か
っ

て
開
か
れ
､
川
と
街
が
相
互
に
関
係
し
な

が
ら
､
温
か
な
地
域
社
会
を
形
成
し
て
い

た
の
で
す
｡

今
EE
の
都
市
と
い
-
の
は
'
街
が
川
に
向

か
っ
て
開
か
れ
て
い
ま
せ
ん
O
都
市
生
活
者

の
-
ら
し
の
な
か
に
､
川
と
交
わ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
0
川
も
ま
た
､

洪
水
処
理
黄
道
と
し
て
の
期
待
に
応
え

る
機
能
を
身
に
つ
け
､
さ
ら
に
よ
そ
よ
そ

し
い
形
で
存
在
し
て
い
ま
す
｡
本
来
､
川
は

生
活
の
な
か
に
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い
る

も
の
で
す
｡
わ
た
し
た
ち
は
'
川
と
の
関
係

-≒±± 主:::::::± ____ I

[:≡三ヨ行政区境 巨 季 ‡‡]駅(私射

∈⊇≦コ川 巨妻∃国道
巨至∃駅(JR)
●主な文化財

●中流部(鶴且川)

(∋小山田緑地

②野7-LEEfI公園

③民椎の森公団

④薬師池公Eg

(9本町EEE遺跡公阻

⑥七国山自然苑

⑦こどものEg

⑧ 寺家ふるさと村

(9抑筑自然公園

⑩凶事の森公団

⑪lii根公園

⑫大介山公凶

⑬三ッ池公園

⑯獅子ヶ谷市民の森

⑮ノ州 L城祉市民の森

⑯三保市民の森

⑩熊野神社市民の森

⑱蛸砧市民の森

⑲夢見ケ崎公園

⊂=コ山林

二: ･- ∴

(9市役所,区役所

川
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▼河川改修による横地等を′舌かした河川公園案

性
を
再
び
取
-
戻
す
た
め
の
､
街
づ
-
り

や
川
づ
-
-
を
本
格
的
に
考
え
る
時
期

を
迎
え
て
い
る
よ
う
で
す
O

全
長
4
2
.5
km
の
流
域
に
さ
ま
ざ
ま
な

姿
を

持
つ
鶴
見
川
｡
流
域
全
体
が
一本
の

大
き
な
つ
な
が
り
と
し
て
見
る
こ
と
が
で

き
た
と
き
に
､
街
と
川
の
か
か
わ
-
は
､
す

べ
て
の
場
所
で
知
-
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
見
え
て
-
る
で
し
ょ
う
｡
工
機

や
住
宅
に
ぴ
つ
し
-
囲
ま
れ
L
J河

口
か
ら

中
流
部
へ
遡
る
IJ

河
川
沿
い
の
低
地
に

は
農
地
が
広
が
-
､
伸
び
や
か
な
空
間
が

連
続
し
ま
す
ご
二
院
･新
治
の
森
に
は
L
J

-
さ
ん
の
自
然
が
あ
り
､
そ
の
な
か
で
は

生
き
物
が
自
由
に
-
ら
し
で
い
ま
す
｡
そ

し
て
町
田
市
の
源
流
域
Q
こ
こ
に
は
ム
サ

サ
ど
や
キ
ッ
ネ
の
い
る
よ
う
な
森
が
あ
り
､

ア
プ
ラ
ハ
ヤ
の
棲
む
砧
列
な
水
の
流
れ
も

め
-
ま
す
｡
下
流
部
か
ら
は
想
像
が
雛
し

い
ほ
ど
の
自
然
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
す
O

水
面
に
反
射
す
る
朝
夕
の
随
の
光
や
波

の
文
様
､
波
立
つ
流
れ
や
よ
ど
み
､
水
面

に
浮
か
ぶ
水
鳥
､
水
辺
の
草

花
､
釣
-
糸

を
た
ら
し
た
-
花
摘
み
を
す
る
子
と
も

た
ち
の
姿
O
そ
れ
ら
が
､
文
明
の
中
で
失
っ

て
は
い
け
な
い
J
の
で
あ
る
こ
と
を
､
わ
L
J

L
L
Jち
に
無
言
で
語
-
か
け
て
-
る
よ
う

で
す
｡
川
(自
然
)
と
人
が
む
す
ぴ
つ
い
た

街
は
'
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
都
市
の
暮
ら

し
に
､
な
に
か
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ

と
を
気
づ
か
せ
で
-
れ
ま
す
｡

地
球
に
や
さ
し
い
型
の
開
発
プ
ラ
ン
｡
自

然
と
会
話
し
就
け
ら
れ
る
都
市
計
画
な

ど
､
少
し
つ
つ
で
す
が
'
街
づ
-
り
の
な
か

に
も
価
値
韮
準
の
革
命
が
起
こ
-
つ
つ
あ

り
ま
す
｡
川
と
街
､
川
と
人
の
茄
ら
し
の

側
係
を
､
新
し
い
形
で
再
生
す
る
模
範

を
は
じ
め
る
こ
と
が
大
都
だ
と
い
pe
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
O
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⑳

⑳

‥
川
と
人
と
&
･U

鶴
見

川
流

域

人

の
発
明
に
向
け
て

自
然
と
遊
ん
で

も
ら
っ
た
､あ
の
幸
せ

な
時
を
次
の
世
代
へ

伝
え
よ
う
.

横
浜
市
の
-
分
の
-
を
占
め
る
鵠
見
川
流

域
.
河
口

か
ら
町

田
市
上
小
山
田
の
源
流

ま
で
､
そ
の
土
地
の
表
情
に
合
せ
て
印
象
を

変
え
て
い
く
鶴
見
川
｡
そ
の
流
域
に
住
む

人
々
が
､鶴
見
川
に
も
つ
思
い
は
様
々
で
す
勺

91
年
に
､
流
域
の
16
の
市
民
団
体
か
手
を

つ
な
い
で
発
足
し
た
鴨
見
川
流
域
ネ
ッ
ト

ワ
ー
キ
ン
ク
｡
そ
れ
ぞ
れ
別
の
活
動
を
し

て
き
た
団
体
が

l
致
団
結
し
て
'
罷
見
川

へ
の
思
い
を
イ
ベ
ン
ト
に
託
し
て
活
動
を
し

て
き
ま
し
た
｡
今
回
は
､
そ
の
団
体
の
中
か

ら
'
-
名
の
方
に
出
席
し
て
い
た
だ
き
､
塔

見

川
への
思
い
を
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
｡

司
会

-
市
民
団
体
が
始
ま
っ
て
充
足
し

L
J鶴
見
川
流
域
ネ
ッ
ー
ワ
ー
ク
の
活
動

は
二
=川
い
評
価
を
得
て
い
ま

す
け
ど
も
､

皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
本
業
が
お
ろ

-
で
す

よ
ね
｡
ま
ず
最
初
に
伺
い
L
Jい
の
は
､
そ
の

忙
し
い
日
流
の
な
か
で
､
さ
ら
に
ま
L
J活

動
に
情
熱
を
傾
け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
'

川
を
含
め
た
自
然
を
愛
し
て
ら
つ
し
や
る

か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
､
そ
の
原
動

力
の
源
と
い
-
の
は
や
は

-
川
へ
の
原
体

験
な
ん
で
し
ょ
う
か
｡

草
野

･･
私
は
九
州
の
佐
怨
出
身
で
､
そ

こ
に
流
れ
る
有
田
川
で
L
J-
さ
ん
遊
ば
せ

て
も
ら
っ
た
ん
で
す
｡
も
う
､
夏
休
み
は
朝

か
ら
晩
ま
で
遊
ん
で
ま
し
た
o
泳
い
だ
り

釣
っ
た
り
O
カ
ブ
ー
ガ
こ
の
生
息
地
で
､
ま

あ
'
そ
の
こ
ろ
は
｢ハ
チ
ガ
メ
｣
っ
て
呼
ん
で

ま
し
た
け
ど
O
潮
が
引
い
た
こ
ろ
に
泳
い
で

い
る
と
､
足

に
ひ
っ
か
か
る

ん
で
す
よ
｡
あ
､

ま
L
J.
い
た
い
L
Jつ
て
い
う
ふ
う
に
も
ぐ
っ

て
t
L
つ
ぼ
捕
ま
え
て
ひ
っ
ば
-
上
げ
る
ん

で
す
よ
ね
｡
そ
ん
な
ふ
う
に
本
当
に
楽
し

-
川
で
遊
ん
だ
っ
て
い
う
思
い
出
が
あ
り

ま
し
て
､
そ
れ
で
郡
市
の
河
川
を
見
ま
す

と
'
こ
れ
は
な
ん
と
か
元
へ
戻
せ
な
い
J
の

か
な
と
思
っ
L
J-
す
る
わ
け
な
ん
で
す
よ
｡

そ
れ
と
､
孫
子
の
代
に
川
の
兆
し
さ
を

我
々
が
伝
え
な
-
で
は
い
け
な
い
､
と
い
う

恐
い
J
あ
っ
て
｡
そ
ん
な
こ
と
で
'
純
利
を

や
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
｡

岸

‥
僕
は
2
歳
の
と
き
に
鞄
見
線
の
弁

天
紙
と
い
う
工
業
地
誰
の
な
か
で
暮
ら

す
よ
う
に
な
っ
て
､
そ
れ
か
ら
延

々
37
歳

ま
で
鶴
見
で
♯
ら
し
で
き
ま
し
た
｡
鶴
見

川
桁
の
た
ら
と
の
池
で
モ
ツ
ゴ
を
抵
っ
L
J

-
､
森
永
橋
の
あ
た
-
て
カ
ニ
を
放
っ
た

り
､
僕
も
鶴
見
川
に
は
本
当
に
遊
ば
せ
て

J
ら
い
ま
し
た
｡
牡
見
川
に
行
け
ば
な
に

か
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
､
幸
せ
な
時
間
が

あ
る
､
と
い
つ
も
感
じ
て
い
ま
L
L
Jね
.
坐

き
も
の
は
い
っぱ
い
い
た
し
'
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て

い
れ
ば
大
人
が
や
っ
て
来
て
'
遊
ん
で
-
汁

た
し
､
す
ご
-
水
辺
は
宰
せ
L
,つ
L
Jな
と

感
じ
ま
す
｡
そ
れ
と
快
は
､
川
辺
を
移
軌

し
て
､
大
き
-
な
っ
て
い
っ
L
Jと
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
｡
昭
和

30
年
代
当
時
､
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
安
全

な
移
動
の
場
所
と

い
う
の
は
土
手
L
,つ
た
ん
で
す
ね
O
だ
ん
だ

ん
探
検
し
て
広
が
っ
て
い
っ
て
､
上
は
綱

応
､
下
は
大
架
町
の
河

口
ま
で
行
っ
て
L
J

ん
で
す
け
ど
も
｡
そ
ん
な
暮
ら
し
を
中
学

の
な
か
ば
ま
で
続
け
て
い
ま
し
た
け
ど
J
大

人
に
な
る
と
､
少
し
鶴
見
川
と

距
離
が
で

き
て
い
L
Jん
で
す
ね
｡
と
こ
ろ
が
結
婚
し

て
､
子
供
と
昔
の
光
栄
が
な
-
な
っ
た
粍

見
川
へ
遊
び
に
行
-
よ
う
に
な
っ
て
'
ふ
と

気
付
い
た
ん
で
す
が
､
自
分
の
住
ん
で
い

る
地
元
の
鶴
見
川
の
世
話
を
す
る
の
を

忘
れ
て
い
L
Jな
､
鶴
見
川
の
面
倒
を
見
な

-
て
は
い
け
な
い
な
､
と
｡
そ
の
あ
と
鞄
見

川
の
源
流
の
方
へ
引
っ
越
し
た
ん
で
す
け

ど
も
'
そ
こ
に
幼
い
こ
ろ
に
遊
ん
だ
末
吉

台
地
の
谷
戸
の
日加
色
が
そ
の
ま
ま
あ
っ
た

ん
で
す
｡
L
Jだ
､
す
ご
い
開
発
の
波
で
自
然

⑳

類
の
誕
生

地
球

上に
人

魚
が
登場
し
たの
は
約
榔
万
年
前

(新

生代
第
三
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
)で
､そ
の
後
現
代

に
至
る
新
生
代
第
四
紀
は
､人
類
の
時
代
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
､人
が
猿
人
に
次
い
で
原
人
､旧
人
､

新
人
の
順
に
進
化
を
逮
げ
て
き
た
時
代
で
す
｡

お
よ
そ
訓
万
年
前
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
の

第
四
紀
は
'
洪
積
世
.
沖
積
世
と
に
二
分
さ
れ
､

洪
積
世
に
は
4
回
に
わ
た
っ
て
地
球
上
が
広
-
氷

河
に
お
お
わ
れ
た
時
期
(氷
期
)が
あ
り
ま
し
た
.

今
か
ら
お
よ
そ
2
万
年
前
こ
ろ
は
氷
河
が
最
大
に

発
達
し
た
最
も
寒
い
時
期
で
､当
時
の
気
温
は
､現

在
よ
‖
-
1
8
度
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
O
.JG
よ
う
な
寒
冷
期
に
は
､海
か
ら
蒸
発
し
た

水
分
が
雪
や
氷
と
な
っ
て
陸
上
に
溜
ま
る
た
め
､

海
面
が
低
下
し
ま
す
｡横
浜
付
近
で
は
､前
面
の
東

京
湾
が
完
全
に
陸
化
し
､そ
の
中
ほ
ど
に
は
｢舌

東
京
川
｣と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
今
の
利
根
川
･

荒
川
･多
摩
川
･鶴
見
川
な
ど
が
一緒
に
な
っ
た

川
が
流
れ
､本
牧
の
先
で
南
に
向
き
を
か
え
､浦

架
水
道
の
あ
た
り
で
海
に
注
い
で
い
ま
し
た
｡

㊨

土

器

時

代

の

横

浜

氷
河

と火
山
活

動の
時
代
であ
った先
土
器
時代

で
の
横
浜
付
近
で
は
､ケ
ヤ
キ
･ナ
ラ
主
,,lな
ど
で

守
わ
れ
た
丘
陵
と
ヨ
モ
ギ
･カ
ヤ
･シ
タ
な
ど
の
草

原
が
入
り
ま
じ
リ
､ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
や
オ
オ
ツ
ノ
ソ
カ

な
ど
が
い
ま
し
た
.そ
し
て
格
を
手
に
そ
れ
ら
の
群

れ
を
追
う
ハ
ン
タ
ー
達
も
見
ら
れ
た
で
し
ょ
う
｡

::.:..:.
文時
代
へ

今から1万
2千年
1
1万
年ほ
ど
前
に
な
る
と
､

長
い
氷
河
時
代
が
終
わ
って
温
哩
な
気
候
が
訪
れ
､

日
本
列
島
で
は
土
器
と
弓
矢
を
持
つ
食
料
採
取

段
階
の
時
代
､す
な
わ
ち
縄
文
時
代
が
再
を
開

け
ま
し
た
｡と
は
い
え
､先
土
器
時
代
か
ら
縄
文

時
代
へ
移
る
に
は
長
い
転
換
期
が
あ
り
､
こ
の
間

に
日
本
列
島
最
古
の
土
器
と
い
わ
れ
る
隆
韻
文

土
器
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
｡隆
線
文
土
器
は
､細

い
粘
土
ひ
も
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
で
､縄
目
文
様

は
な
く
'丸
底
と
い
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
｡

接
区
川
和
町
の
花
見
山
並
跡
か
ら
は
､
小
さ
な

竪
穴
住
居
､
石
器
作
り
の
台
石
と
と
も
に
､多
数

の
石
器
や
隆
線
文
土
器
が
発
見
さ
れ
､
近
く
の

月
出
校
遺
跡
や
能
見
堂
遺
跡
か
ら
も
隆
線
文

土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
.

よ

り

糸
の

文

様

を

付
け
た

⑳

器

縄

文時代
早
期

の
初
頭
に
は
､

撚
糸
文
土
器

(
l

本の細
い樺
に
ひ
もを
巻
き
付

け
て
土器
面
で

回

転させ
て撚
糸
の
文様
を

付けた
土器
)が
使

わ

れるよ
う
に
な
り
まし
た

｡また
､縄
文
時
代

早

期の終わ
り

頃
(約7
千

年
前
)の
もの
と
し

て
､

狩猟
のた
め
の
落
と
し
穴

と
炉
穴
の遺
跡
が

発

見され
､
当時
の
人

は々l
定
の
地
域内
で
移

動

性をも
っ
た生
活
を
して
い

た
よう
です
｡

tI見IIL沈蛾Eaを

tb物のハクに見たてて稚いf=

#由二さん考案のシンボル･マーク｡

｢バクは､侠たちの悪い歩を食べてくれて

幸せfJ事だけを残してくれるんです｣と禅さんのTRネノトワーク

活tbへの廟いも込めてのアイディァ｡
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が
な
-
な
っ
て
い
-
の
が
見
え
て
､
｢鶴
見

川
源
流
自
然
の
会
｣
と
い
う
の
を
始
め
L
J

ん
で
す
け
ど
｡
そ
れ
が
鶴
見
川
へ
の
恩
返

し
の
よ
-
な
気
持
ち
も
あ
-
ま
す
し
､
そ

う
し
な
い
と
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
ど
っ
か
い
っ
ち
ゃ
う
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ

る
ん
で
す
よ
ね
O

北
川

‥
ず
っ
と
浜
っ
子
で
磯
子
に
生
れ
育

っ
た
ん
で
す
け
ど
C
や
っ
ぱ
-
自
然
に
遊
ん

で
も
ら
い
ま
し
た
｡
大
岡
川
の
上
流
が
遊

び
場
で
､
ザ
-
ガ
二
や
ホ
ト
ケ
ド
ジ
ョ
ウ
を

鍍
っ
L
Jり
と
か
､
谷
戸
で
す
か
ら
滑
油
も

あ
っ
て
､
そ

こで
ギ
ン
ヤ
ン
マ
を
追
っ
掛
け
た

-
O
で
も
'
だ
ん
だ
ん
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
か
高

度
成
長
の
波
が
来
て
､
今
で
い
-
洋
光
台

と
か
久
良
岐
ケ
丘
と
か
み
の

辺
り
の
谷

戸
が
糾
さ
れ
て
､
フ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
軌
き

ま
わ
っ
て
い
る
状
態
だ
っ
た
ん
で
す
ね
O
ヘイ

ケ
ボ
タ
ル
な
ん
か
が
い
な
-
な
っ
L
Jこ
と
を

す
ご
-
残
念
に
思
っ
て
､
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

に
出
し
た
-
と
か
(芙
)
｡
L
Jか
ら
つ
て
そ
れ

で
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
ん
で

す

よ
.
大
人
は
経
済
活
軌
に
組
み
込
ま

れ
て
忙
し
い
し
､
そ
う
い
う
作
文
を
加p
い

て
な
ん
と
か
し
て
欽
し
い
と
思
っ
て
も
'
何

に
旦
尻
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
｡
私

も
成
長
す
る
に
つ
れ
､
自
然
と
の
問
に
距

離
が
で
き
て
い
た
ん
で
す
け
ど
｡
結
婚
し

て
子
供
が
で
き
る
と
､
坤
屈

じ
ゃ
な
-
て

自
然
と
遊
ば
せ
た
い
'
と
ひ
た
す
ら
恐
い

ま
L
L
Jo
川
崎
に
移
っ
て
か
ら
は
､
近
-
の

多
摩
川
へ
子
ど
も
を
連
れ
で
日
参
し
て

ま
し
た
｡
か
な

り
河

口
の
方
で
､
あ
ま
り

き
れ
い
じ
や
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
'
そ
の

こ
ろ
は
ま
だ
子
ど
も
が
遊
ぶ
よ

-
な
所
が

あ
っ
た
ん
で
す
｡
そ
こ
に
7
年
-
ら
い
住
ん

で
い
ま
L
L
Jけ
ど
｡
終
わ
り
の
2
年
-
ら

い
は
塑
鵬
が
進

み
公
阻
化
し
て
し
ま
っ
て
､

私
に
と
つ
て
は
自
由
の
天
地
で
は
な
い
と

い
-
か
(英
)
施
設
が
で
き
て
つ
ま
ら
な
か
っ

L
Jで
す
ね
o
lO
年
前
に
今
住
ん
で
い
る
緑

区
に
引
っ
越
し
た
ん
で
す
が
､
す
ぐ
近
-
に

谷
戸
が
あ
る
と
い
う
の
を
知
っ
て
､
行
っ
て

み
た
ら
昔
と
同
じ
風
袋
が
あ
っ
て
す
ご
-

感
激
L
L
Jん
で
す
｡
こ
-

い
-
住
宅
街
で
は

あ
る
け
れ
ど
､
な

ん
と
か
故
郷
的
な
自
然

が
残
せ
な

いか
な
､
と
い
う
こ
と
で
｢緑
区
･

自
然
を
守
る
会
｣
に
入
-
ま
し
た
｡

久
保

田

僕
は
昭
和
20
坪
に
神
奈

川

区
の
六
角
橋
で
生
れ
よ
し
L
J｡
沌
の
川
が

一
番
身
近
な
川
で
し
た
｡
で
､
当
時
そ
の

沌
の
川
は
す
で
に
コ
ン
ク
リ
ー
ー
で
張
ら

れ
て
い
ま
し
た
ね
｡
戦
後
ま
も
な
-
で
L

L
Jか
ら
ね
､
川
の
中
で
鉄
ク
ズ
拾
い
で
す

か
､
大
人
の
方
が
降
り
て
い
っ
て
､
1
生
懸

命
や
っ
て
い
ま
し
た
｡
そ
れ
を
ず
ー
っ
と
眺

め
て
い
て
ね
.
な
ん
か
い
い
も
の
が
桐
れ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
(芙
)
｡
で
､
快
と

川
の
か
か
わ
-
は
生
物
が
あ
ま
-
い
な
い

よ
-
な
川
で
､
な
ん
か
人
の
営
み
の
方
が

興
味
が
あ
る
と
い
う
か
.
生
き
る
た
め
に

水
を
ど
う
す
る
と
か
､
そ
う
い
う
と
こ
ろ

の
興

味
が
強
か
っ
L
Jん
で
す
ね
｡

1
9
7
8
年
に
戸
部
小
学
校
に
赴
任
し

ま
し
た
｡
そ
こ
で
､
子
ど
も
た
ち
と
川
を

歩
い
て
み
た
ん
で
す
｡
そ
れ
が
お
も
し
ろ
-

て
｡
川
に
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
州
心
い
入
れ
が

あ
る
ん
で
す
よ
ね
｡
そ
ん
な
こ
と
を
カ
タ

チ
に
し
て
み
よ
う
､
と
｢鶴
見
川
子
ど
も

発
見
団
｣
を
作
り
ま
し
た
｡

司
会

･･
ど
う
も
､
や
は
-
皆
さ
ん
臓
体

版
と
い
う
J
の
が
､
今
に
及
ん
で
い
る
よ
う

で
す
ね
(笑
)
a
-
こ
ろ
で
､
水
系
を
中
心

に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
-
と
い
う
も
の

が
､
皆
さ
ん
の
活
動
な
ど
を
通
し
て
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
が
｡

岸

･･
僕
の
幼
い
こ
ろ
は
､
川
の
存
在
が
街

の
な
か
で
と
て
も
大
き
か
っ
た
ん
で
す
｡
い

●花見山iA弥･月出校iA餅かL3出土した
FiiA文士せ (古代のよこはまPZより)水

田

耕作

が始
ま
る

⑳

生時

代

紀元前
2

-3世
紀
ごろか

b始まる弥
生
時
代

を
特
徴
づ
け
る
も
の
の
一
つ

は水EE耕
作
で
す
｡

確
を
栽

培
す
る
に
は
､
そ
れ
に

遺
し
た

土
地
を
耕

し
､
そ
の
近
辺
に
居
住
す
る
必

要
が

あ
った
た
め
､

人
々
は
走
住
生
活
を
始
め

る
よ
う

に
な
りま
し

た
｡
弥

生
人
の
住
居
は
､
耕

作

に適
し
た
湿地
を

見
下
ろ
す
台
地
上
に
設
け
ら

れ
る
こ
と
が
多
-
､

港
北
区
中
川
町
に
あ
る
大

塚辻
跡
は
､鶴
見
川

の
支
川
の
早
淵
川
を
見
下
ろ

す株
高
50m
ほ
ど
の

平
坦
な
台
地
上
に
あ
り
ま

すO竪
穴
住
居
祉型
戸

+大椎仲日Ti書跡から
出土した撚糸文土器

な
ど
と
そ
れ
ら
を
取
り
囲
む
環
兼
か
ら
な
る
弥

生
時
代
中
期
の
拠
点
的
な
集
落
止
で
､そ
こ
に

は
当
時
川
人
以
上
の
人
々
が
住
み
､
早
淵
川
の

川
筋
や
付
近
の
谷
田
(や
と
だ
)で
本
格
的
な
稲

作
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡こ

の
環
津
兼
薄
の
南
東
に
接
し
て
'鼓
勝
土
遭
弥

と
よ
は
れ
る
25
基
の
基
地
も
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
b
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
昭
和
61
年
に
大
塚
･歳
勝

土
遺
跡
と
し
て
国
指
定
史
跡
と
な
り
ま
し
た
｡

現
在
は
埋
め
戻
さ
れ
て
､原
っ
ぱ
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
｡将
来
､港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
か
ら
の

出
土
品
を
は
じ
め
､横
浜
に
か
か
わ
り
の
あ
る
歴

史
資
料
の
保
存
.
公
開
を
す
る
横
浜
歴
史
博
物

館
が
建
設
さ
れ
る
予
定
で
'
大
塚
･皮
膜
土
遺

跡
は
､二
の
博
物
館
の
野
外
施
設
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
､歴
史
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
す
｡
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▼
C L0 ～ E U P

[鴇見川の特性] 【地形と地質】

(
流
域
の
7
0
%
が
丘
陵
･台
地
)

鴨
見
川
流
域
は
､大
部
分
が
丘
陵
･台
地
･

沖
献
地
か
ら
成
っ
て
い
て
､
流
域
の
約
70
%

が
丘
陵
･台
地
､
残
り
が
沖
横
地

(ち
ゆ

-
せ
き
ち
)
J
J
な
っ
て
い
ま
す
｡
地
形
を
み

る
と
比
較
的
平
坦
で
､
標
高
1
0
0
m
以

上
の
地
形
の
分
布
範
囲
が
狭
-
､
そ
れ

以
下
が
大
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
O
こ
の

鶴
見
川
流
域
の
地
形
は
ど
の
よ
-
に
つ

く
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
｡

(表
土
の
大
半
は
箱
根
の
火
山
灰
)

鶴
見
川
流
域
で
は
､
中
新
他
後
半
か
ら

鮮
新
世
を
経
て
第
掴
紀
前
半
ま
で
の
約

5
百
万
年
に
b
L
Jつ
て
土
砂
が
堆
郁
し
､

三
浦
層
群
(
砂
岩
ま
た
は
泥
岩
で
構
成

さ
れ
る
)
が
陵
化
し
ま
し
た
｡
そ
の
後
'
氷

期
と
間
氷
期
が
繰
-
返
さ
れ
､
丘
陵
の

一部
は
侵
食
さ
れ
て
浅
海
と
な
-
､
こ
の

海
底
に
お
し
沼
秒
傑
屑
と
い
う
約
10
m
の

屑
を
つ
-
-
ま
し
た
｡
や
が
て
故
後
の
氷

河J
に
よ
る
海
退
が
始
ま
り
､
睦
化
し
た
層

の
上
に
､
当
時
盛
ん
に
噴
火
を
繰
り
返
し

て
い
た
箱
根
火
山
の
火
山
灰
が
数

m
か

ら
数
十
メ
-
ー
ル
も
堆
郁
し
ま
L
L
JO
現

在
鶴
見
川
流
域
の
表
面
を
較
-
赤
土

は
t
l部
富
士
山
を
含
み
ま
す
が
'
ほ
と
ん

ど
は
箱
根
火
山
の
活
動
に
よ
る
火
山
灰

で
す
｡
こ
の
火
山
灰
層
は
ロ
ー
ム
層
と
呼

ば
れ
へ
4
柾
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
｡

(
6

千
年
前
に
は
小
机
も
海
の
中
)

1
万

5
千
年
荊
こ
ろ
か
ら
次
第
に
海
面
が

上
昇
し
､
6
千
年
前
こ
ろ
に
か
け
て
梅
雨

の
上
昇
が
甚
だ
し
-
､
台
地
の
奥
探
-
ま

で
海
が
入
り
込
ん
で
い
ま
し
た
｡
こ
れ
は

純
文
海
進
と
呼
ば
れ
､
鶴
見
川
流
域
で

も
現
在
の
5
-
10
m
の
等
高
線
の
あ
た
り

ま
で
海
が
進
入
し
､
小
机
や
勝
田
付
近

ま
で
海
で
し
た
.
純
文
時
代
,J
後
半
に
な

る
と
海
が
逝
い
て
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
位

置

にな
り
ま
し
た
が
.
こ
れ
ま
で
海
が
入

-
込
ん
で
い
た
と
こ
ろ
は
'
川
に
よ
っ
て
流

さ
れ
て
き
た
土
砂
が
経
机
し
､
ゆ
る
や
か

な
勾
配
の
沖
郁
平
野
を
つ
-
-
ま
L
L
J｡

(
下
流
は
勾
配
が
揺
-
､
大
き
-
蛇
行
)

鶴

見
川
本
川
と
支
川
の
恩
田
川
が
合
流

す
る
と
こ
ろ
は
S
:･5
jmの
は
ば
共
中
で
､
こ

こ
か
ら
上
流
は
多
輝
丘
陵
と
呼
ば
れ
る
丘

陵
を
横
切
る
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
す
｡
多
摩

丘
陵
を
流
れ

てい
る
あ
い
だ
､
鴨
見
川
は
急

勾
配
で
､大
き
-
曲
が
-
-
ね
っ
L
J様
子
は

み
ら
れ
ま
せ
ん
｡し
か
J
こ
れ
よ
-
下
流
の
河

床
の
勾
配
は
き

わ
め
で
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て

い
ま
す
｡
こ
の
た
め
､
川
は
-
ね
-
ね
と
曲
が

り

-
ね
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
こ
の

よ
う
な

地
形
の
特
性
に
よ
っ
て
租
見
川
の
下
流
で

は
水
害
が
起
き
や
す
-
な
っ
た
の
で
す
O

■
地
茸

や
地
形

の
特
性
が
'

この

川

特
有

の
水
害

の
起
き
や
す
い

性格に｡

冨雷,訂6号,/ 東調 速温 " 拒 京浜道 路 - .. - 川

l I

l A

J ヽ 良基l暇 堅 塁 .-N
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rl ''W ' ~~'m _
I ,.甥汲 d V''"'%/て
l p'W y' J=.Ll_Vyl
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▼
CL0 S E U P

[鴇見川の特性上【土地利用による変化】

(急
速
に
進
ん
だ
都
市
化
)

流
域
内
の
森
林
や
細
な
ど
に
は
'
降

っ
L
J

雨
を
地
中
へ
浸
透
さ
せ
る

機
能
(保
水
槙

舵
)
が
あ
り
ま
す
｡
ま
た
'
川
沿
い
の
低
地

に
あ
る
水

田
や
畑
に
は
､
雨
水
を

1
時
的

に
貯
漕
す
る
機
能

(遊
水
機
能
)
が
あ
り

ま
す
｡
こ
の
自
然
の
機
能
が
降
っ
L
J雨
の

l部
を
流
域
内
に
貯
溜
し
､
徐
々
に
川
に

流
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
下
流
部
の
水
害
を

軽
-
し
て
い
ま
し
た
｡
峨
別
ま
で
鶴
見
川

流
域
は
河

口
付
近
を
除
き
､
大
部
分
が

森
林
や
水
田
､
州
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
､
昭
和

30
年
代
後
半
か
ら
の
高

度
経
済
成
長
に
伴
い
､
東
京
を
中

心
と

し
た
首
都
闇
に
は
､
急
激
な
人

口
流

入

現
象
が
お
こ
Jl
r
鶴
見
川
流
域
で
も
都
市

化
が
急
速
に
進
行
し
ま
L
L
J｡
こ
の
流
域

の
著
し
い
開
発
に
よ
り
､森
林
や
水
田
､鮒

が
減
少
し
'そ
れ
に
伴
っ
て
流
域
内
の
保
水

機
能
や
遊
水
機
能
の
働
き
が
少
な
-
な

-
'
洪
水
洗
流
が
榊
大
し
､
氾
濫
の
危
険

性
が
高
ま
り
ま
L
L
J｡
さ
ら
に
雨
が
降
っ

て
か
ら
川
の
水
が
和
え
る
ま
で
の
時
間
が

短
-
な
っ
て
､
水
防
の
準
備
や
避
難
な
ど

に
要
す
る
時
間
が
ほ
と
ん
ど
な
-
な
っ
て

し
ま
う
な
ど
'
危
険
な
状

態
と
な
-
ま

し
た
｡
も
と

も
と
水
害
を
受
け
や
す
い
地

形
条
件
を
持
つ
屯
見
川
は
､
こ
の
都
市
化

に
よ
っ
て
､水
害
の
危
険
性
が
1
層
耶
大
し

ま
し
た
o

■
都
市
化
に
よ
り
自
然
の
保
水
機
能
が
低
下
｡

水
害
は
一段
と
大
き
く
な
り
ま
し
た
｡

林

畑
地〟

例

山

田
市

凡

田

口
ii

血等芸三書聖菱撃至芸謎 聖 芝三宝ニ妄言
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▼
C L.0 S E U I

[頼見川の特性] 【水害と治水】

__一一一一一一一t-

p,二J

西暦 年号 被 害 等

江戸 l765l782l79ll816l817l823l833l835l849l856 明和2天明Z寛政3文化l3文化l4文政6天保4天保6恭永 ZfH 3

(8月〕大風水魯

昭和 9359389dl944 昭和lD昭和l3昭和l6昭和l9

戟

節

昭和 948や一十958966975g76979982 昭和23昭和24昭和33昭和4l日召和50昭和5[日召和54日召和57

A後

l■
自
然
と
共
に
生
き
る

厳
し
い
一面
､水
争
‖り

(

激
し
か
っ
た
水
争
い
)

堤
防
の

高

さ
が
左
右
岸
で
違

っ
て
い
れ

ば
'
洪
水
は
堤
防
の
低
い
方
に
氾
濫
し
や

す
-
､
当
然
堤
防
の
高
い
側
が
水
管
を

免
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
'
堤
防
を
築
-

場
合
は
対
岸
の
堤
防
の
高
さ
に
気
を
配

っ
て
争
い
が
起
こ
り
ま
し
た
｡
ま
た
､
洪
水

時
に
対
岸
に
渡
っ
て
堤
防
を
決
壊
さ
せ
た

り
､
雨
期
に
な
る
と
凍
こ
っ
そ
り
対
岸
の

堤
防
に
破
れ
め
を
入
れ
て
お
-
な
ど
､
対

岸
の
堤
防
を
決
壊
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
で

他
の
村
の
田
畑
に
洪
水
を
押
し
や
り
'
自

分
の
村
に
は
洪
水
が
及
ば
な
い
よ
-
に
し

ま
L
L
J｡
こ
の
よ
-
な
水
を
と
-
ま
-
令

い
を
水
争
い
と
い
い
ま
す
O

ま
た
､
渇
水
時
に
下
流
に
水
が
流
れ
で
こ

な
い
こ
と
を
心
配
し
て
'
上
流
の
堰
や
水

門
の
築
造
に
係
わ
る
争
い
や
'
田
植
え
時

や
串
耽
り
時
期
の
水
不
足
に
よ
る
用
水

盗
み
な
ど
'水
利
の
俊
先
権
や
配
分
に
つ
い

て
の
紛
争
な
ど
も
水
争
い
と
い
い
ま

す｡

(寛

政
4
年
の
紛
争
)

寛
政
4
年
(1
7
9
2
)
問
2
月
に
は
大

曽
根
･櫓
･師
岡
･鞠
岡
な
ど
の
村

々
が

攻
防
の
上
印;J
き
を
大
規
模

に
始
め
L
Jの

に
対
し
､
対
岸
の
南
･北
綱
島
村
は
工
事

中
止
を
求
め
ま
L
L
Jが
聞
き
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
た
め
､
村
民
を
駆
り
出
し
て
現

場
に
向
か
い
ま
し
た
｡
と
こ
ろ
が
大
曽
根
･

将
な

ど
の
6
か
村
側
は
村
役
人
を
は
じ

め
大

勢
が
掛
け
声
を
あ
げ
て
打
ち
か
か
っ

て
き
た
L
Jめ
､
乱
闘
に
な
-
､
南
･北
綱
島

側
に
死
者
2
人
､
負
倣
者
3
人
と
い
う

被
害
を
出
し
て
し
ま
い
ま
L
L
J｡
そ
こ
で

綱
島
村
は
､
6
か
村
側
に
掛
け
合
い
に
及

ぼ
-
と
し
ま
し
た
が
､
彼
ら
は

一
切
聞
き

入
れ
な
い
ば
か
り
で
な
-
､
竹
桁
を
持
っ
て

腎
備
し
な
が
ら
エ
串
を
進
め
る
あ
-
さ

ま
で
し
た
｡
な
お
'
こ
の
紛
争
は
'
光
政
5

年
に
和
解
し
て
い
ま
す
｡

(
ア
ミ
ガ
サ
事
件
)

大
正

3
年
(
1
9
1
4
)
9
月

16
日
に

は
､
政
府
に
対
し
築
槌
を
要
求
す
る
L
J

め
'
約
千
数
百
人
が

一
様
に
風
呂
敷
包

み
を
譜
負
い
へ
ワ
ラ
ジ
を
は
き
'
日
印
に
ア

ミ
ガ
サ
を
か
ぶ
っ
て
'
当
局
に
迫
る
い
わ
ゆ

る
ア
ミ
ガ
サ
事
件
が
起
こ
-
ま
し
た
〇
二
の

事
件
を
契
機
と
し
て
築
堤
要
求
の
活
動

は
盛
-
上
が

-
ま
L
L
j｡

● 初 見 区 獅 子 ヶ 谷 町 の 旧株 兼 家 住 宅 ●

幕末から明,台中期 にかけてのJk家の屋敷捕 え

をほぼ完全 な形 で残 した民家でTO市 指定 の

文化 財です｡

● 港 北 区 勝 田町 の 関 家 住 宅 ●

江 戸時代V]期 に建 てられた農 束の森屋で､二

の民家の形式 は東 日本全体でみてt,古式のも

のです｡Eil指定の正賓文化財です｡

○学校 学校のグランドなど(=雨水を溜める施設

をつくったり､屋上 の水 を地 下に浸透 させたりし

ていま1.

◎ 企 画 公 園でも池 fJ:t'に水 を溜 めるなどの工

夫 をしていまも

◎ ピロティー建築 唖 防の高さより低 いところで

は､高床 式建 築にするなど､被害 を最 小 にする

ための工夫が必要で1.

0ポンプ叫 低地地域の雨水 を川へ排水 するた

めのポンプ坤 を整俳 していまT.

◎河川隻価 河川では､河iXを広 げたり茨漢をし

て､洪水 を流 下させる能 力を高 める努 力 をして

います.

囲 説

0 自然のダム 森 や田畑 は､雨水 を催 しく受 けと

めます｡

◎ 多 目的 速 水地 洪 水のとき､川の水 を溜 めて

下流の被 者 をくいとめる大規模 な速 水地‥ミ･だ

んはレクレーション施牧 として利 用 出来 ます｡鴇

見川と.*山川にはさまれた区域 を遊水池 とTる

計 画 を進めています｡

◎遊 水池 住宅田地 等の開発の際には､雨水 を

溜 める施投 をつくり逝 水機能 を保全 しています｡

普 段 はみんなが利用できる遊 水池 が土Iえてい

ます｡

川
で
も
'街
で
も
､住
ま
い
で
も

雨

水

と

コ

三

ユ

ニ

ケ

ーシ

ヨ

ン

-

総

合

治

水

(
総
合
治
水
)

普
段
は
､
静
か
に
流
れ
る
牡

見

川
Q
で
i
.

1
旦
'
大
雨
が
降
る
と
よ
れ
だ
し
､
水
害

を
,b
L
Jら
し
ま
す
｡
･も
ち
ろ
ん
'
河
川
の

軽
備
に
は
力
を
注
い
で
い
ま
す
｡
と
こ
ろ

が
､
流
域
の
開
発
が
あ
ま
り
に
も
早
い
た

め
､
河
川
の
整
備
が
追
い
つ
け
な
い
の
で

す
｡
水
苔
の
な
い
､
安
全
な
#
ら
し
を
す

る
た
め
に
は
'
河
川
の
教
備
だ
け
で
な
し

流
域
全
体
で
雨
水
と
仲
良
-
つ
き
あ
う

街
づ
-
り
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
O
そ
れ
が
総
合
治
水
で
す
｡

●
流
出
抑
制
･･･雨
水
は
溜
め
て
か
ら
少

し
つ
つ
流
せ
ば
､
川
の
水
は
急
激
に
は
杓

え
ま
せ
ん
｡河
川
､
下
水
道
'
公
院
､
学
校
'

住
宅
､
駐
韓
蟻
な
ど
に
､
耐
水
を
溜
め
L
J

り
､
浸
透
さ
せ
る
施
設
を
つ
-
り
ま
す
｡

●
緑
地
保
全
-
緑
と
水
は
仲
の
い
い
自

然
で
す
｡
流
域
の
山
林
や
田
畑
は
地
面

の
ス
ポ
ン
ジ
､
し
っ
か
り
水
を
引
き
止
め
ま

す
O
や
わ
ら
か
い
土
と
緑
を
守
る
こ
と
が

大
串
で
す
｡

●
♯
ら
し
の
中
の
総
合
治
水
-
雨
の
日

は
､
水
を
流
さ
な
い
､
住
ま
い
の
敷
地
に
降

っ
た
雨
を
淵
め
て
利
用
す
る
､
一==
解
式
の

家
に
し
て
被
害
を
少
な
-
す
る
'
こ
ん
な

気
配
-
も
大
都
で
す
O
そ
し
て
､
*
段
か

ら
川
と
の
兜
し
い
お
っ
き
あ
い
､
そ
れ
が
総

合
治
水
の
ス
タ
ー
ー
に
な
-
ま
す
｡

⑳

浜

の
開
港

嘉
永
6
年T
853
)､米国
東
イ
ンド
艦
牒
司

令
長
官
べ
り
I
が
浦
賀
に
来
航
し
､
翌
年
再
び

来
航
し
て
開
港
を
要
求
し
ま
し
た
｡そ
し
て
､嘉

永
7
年
(1
8
5
4
)､日
米
和
親
条
約
(神
奈
川

集
約
)を
籍
び
､安
政
6
年
(1
8
5
9
)に
横
浜

を
開
港
し
ま
し
た
.
開
港
後
横
浜
に
は
多
-
の

外
国
人
が
居
留
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
､そ

の
一方
で
外
国
人
に
対
す
る
殺
傷
事
件
も
頻
繁

に
お
こ
リ
､
文
久
2
年
(1
8
6
2
)に
は
､薩
摩

諸
士
が
生
麦
村
に
お
い
て
､島
津
久
光
の
行
列

を
犯
し
た
こ
と
を
理
由
に
イ
ギ
リ
ス
人
を
斬
っ

た
'
い
わ
ゆ
る
生
麦
事
件
が
起
き
ま
し
た
｡
当

時
､神
奈
川
宿
に
住
ん
で
い
た
老
人
は
､事
件
の

発
生
に
あ
わ
て
る
宿
場
の
様
子
を
後
に
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
ま
す
｡

｢あ
の
と
き
は
薩
州
様
が
二
の
宿
に
卸
泊
ま
り
と

の
書
で
､手
前
ど
も
で
朝
か
ら
そ
の
用
意
を
致
し

て
居
り
ま
し
た
｡す
る
と
､量
少
し
過
ぎ
に
､血
だ

ら
け
の
美
人
が
馬
に
乗
っ
て
駆
け
て
参
り

ます｡

ほ
ど
な
-
薩
州
横
が
夷
人
を
斬
り
付
け
た
と
伝

え
ら
れ
ま
し
た
｡議
州
様
は
二
の
宿
を
大
急
ぎ
で

御
通
り
に
な
り
ま
し
た
が
､そ
の
後
を
イ
ギ
り
r(

の
兵
隊
が
鉄
砲
を
担
い
で
繰
出
し
て
奉
っ
た
り

で
.宿
中
は
.ソ
う
､
イ
ギ
リ
ス
と
薩
州
様
と
戦
だ

と
申
し
て
大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
｡家
々
で
は
戸

を
閉
め
て
､御
恩
日
を
唱
え
る
者
も
お
り
ま
し

た
.
ま
る
で
生
き
た
心
持
ち
は
致
し
ま
せ
ん
で
し

た
｣
(rr
浜
賞
易
新
報
｣｢開
港
8
両
史
,)

開
港
に
反
対
す
る
人
々
は
こ
れ
ら
の
事
件
だ
け
で

な
-
､
幕
府
要
人
に
対
し
て
も
姓
撃
を
企
て
る

な
ど
.
日
本
の
治
安
は
次
第
に
悪
化
し
て
い
き
ま

し
た
｡こ
の
よ
う
な
中
で
､安
政
7
年
T
8
6
0
)

事
府
は
横
浜
周
辺
地
域
を
特
別
取
締
り
地
域

と
し
､外
国
人
遊
歩
地
(東
は
多
摩
川
､西
は
酒

匂
川
､
北
は
八
王
子
周
辺
ま
で
が
塊
)
内
外
の

多
摩
川
･S
見
川
･相
模
川
の
船
浅
場
･棟
､東

海
道
･矢
倉
沢
往
遺
･中
原
往
還
な
ど
の
交
通
の

要
所
や
､
海
岸
付
近
に
見
張
番
屋
･木
戸
を
設

正
し
ま
し
た
.
Jあ
と
き
初
見
川
前
に
は
f
見

桶
･太
尾
棟
･佐
江
戸
絹
な
ど
に
見
張
木
戸
が
股

け
ら
れ
ま
し
た
｡



▼
◎鶴見川をたずねて
く水系で川を理解する)

[河
口
域
]

鶴
見
川
の
河
口
は
舌
-
か
ら
漁
業
が
盛

ん
で
､漁
や
舟
運
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
を

支
え
て
き
た
場
所
で
し
た
｡現
在
は
､埋
立

て
が
進
み
､
鶴
見
川
の
河
口
は
京
浜
工

業
地
帯
と
な
っ
て
､
両
岸
に
ま
で
工
場
が

迫
っ
て
い
ま
す
｡
二
の
付
近
に
も
最
近
は

新
名
所
が
で
き
人
で
賑
わ
う
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
｡
横
浜
市
鶴
見
区
生
麦
に

あ
る
ビ
ー
ル
工
場
は
､
ビ
ー
ル
作
り
の
見

学
コ
ー
ス
や
レ
ス
ト
ラ
ン
や
パ
ブ
な
ど
も

あ
り
､家
族
で
楽
し
め
る
と
好
評
で
す
O

ま
た
､
全
国
的
に
有
名
な
横
浜
ベ
イ
ブ

リ
ッ
ジ
は
'
鶴
見
川
の
河
口
の
先
に
位
置

し
ま
す
.
こ
の
よ
う
な
新
し
い
も
の
以
外

に
､
古
き
良
き
時
代
を
し
の
ば
せ
る
の

が
､
1
R
鶴
見
線
国
道
駅
か
ら
旧
東
海

道
を
西
に
向
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
｢生

麦
魚
河
岸
通
り
｣0
80
店
余
り
の
魚
類

を
扱
う
店
が
立
ち
並
ぶ
こ
の
通
り
は
'今

も
毎
朝
威
勢
の
い
い
声
が
飛
び
交
い
､
活

気
に
満
ち
た
商
い
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
｡

◎鶴見川をたずねて
く水系で川を理解する)

[下
流
域
]

鶴
見
川
の
下
流
域
は
広
い
川
幅
を
持

ち
､
水
深
も
深
-
､
流
れ
が
緩
や
か
で
感

潮
域
(海
水
が
出
入
り
す
る
区
間
)
と
な

っ
て
い
ま
す
｡
矢
上
川
と
の
合
流
点
よ
り

上
流
に
は
広
い
高
水
敷
も
あ
り
､
河
川

公
園
や
自
動
車
教
習
所
な
ど
に
利
用
さ

れ
'
花
火
大
会
や
マ
ラ
ソ
ン
な
ど
､イ
ベ
ン

ー
の
開
催
地
と
し
て
も
盛
ん
に
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
｡
堤
防
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

守
ら
れ
､
住
宅
や
工
場
が
川
の
す
ぐ
そ

ば
ま
で
迫
っ
て
お
り
､
ま
さ
に
都
市
の
中

の
川
そ
の
も
の
の
様
相
を
示
し
て
い
ま

す
｡
そ
れ
で
も
､
河
川
空
間
は
広
々
と
し

て
い
て
､
と
て
も
開
放
的
で
す
し
､
堤
防

の
道
端
や
高
水
敷
に
は
草
花
が
咲
き
､

私
た
ち
の
目
を
十
分
に
楽
し
ま
せ
て
く

れ
ま
す
｡
住
宅
や
工
場
の
密
集
地
に
あ
っ

て
ポ
ッ
カ
リ
開
か
れ
た
鶴
見
川
､
そ
の
魅

力
は
決
し
て
失
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
｡



▼
◎鶴見川をたずねて
く水系で川を理解する〉

[支
川
都
市
域
]

鶴
見
川
で
最
も
大
き
な
支
川
恩
田
川
の

上
中
流
域
や
矢
上
川
流
域
は
､
ほ
と
ん

ど
が
宅
地
と
し
て
開
発
さ
れ
､
こ
れ
ら
の

家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
に
よ
っ
て
川
の

水
は
白
く
濁
り
､と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
､泡

立
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
ま

す
O
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
真
申
を
貫
い

て
流
れ
る
早
淵
川
､
そ
の
流
域
で
は
大

規
模
な
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
.
計

画
人
口
30
万
人
の
新
し
い
こ
の
街
に
は
､

自
然
を
生
か
し
た
公
園
が
配
置
さ
れ
'

こ
れ
ら
を
結
ぶ
せ
せ
ら
ぎ
の
道
な
ど
が
整

億
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
｡
早
淵
川
は
､
こ

う
し
た
新
し
い
街
を
流
れ
る
都
市
河
川

に
変
貌
し
た
わ
け
で
す
が
､
川
沿
い
の
低

地
で
は
農
業
が
続
け
ら
れ
て
お
り
､
ま
だ

ま
だ
自
然
の
楽
し
み
を
味
わ
せ
て
-
れ

ま
す
｡

ORoute12(下流域)

◎Route13(支川都7

0Routel4(中流域)

ORoute-5(上流域)

ORoute-6(秦.支川源流域)

◎鶴見川をたずねて
く水系で川を理解する〉

[中
流
域
]

中
流
域
の
川
幅
は
広
く
高
水
敷
も
あ
っ

て
開
放
的
で
す
｡
川
沿
い
の
低
地
に
は
､ま

と
ま
り
の
あ
る
農
地
も
残
さ
れ
て
お
り
､

鴨
居
駅
そ
ば
の
農
地
で
は
生
協
組
織
と

の
契
約
栽
培
が
行
わ
れ
る
な
ど
､
新
し
い

都
市
農
業
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま

す
｡現
在
､鶴
見
川
と
鳥
山
川
に
囲
ま
れ
た

区
域
に
大
規
模
な
遊
水
地
が
計
画
さ
れ
､

や
が
て
広
大
な
ス
ポ
ー
ツ
･レ
ク
レ
ー
ン
ヨ
ン

空
間
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
｡
こ
の
鶴
見
川
と
烏
山
川
の
合
流
点
の

す
ぐ
南
側
に
は
東
海
道
新
幹
線
の
新
横

浜
駅
が
あ
り
､
オ
フ
1
ス
ピ
ル
や
ホ
テ
ル
が

建
ち
並
び
､街
の
様
子
が
一変
し
て
い
ま
す
｡

こ
う
し
た
オ
フ
ィ
ス
街
に
接
す
る
鳥
山
川

の
空
間
は
'
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
た
ち
の
昼
の

憩
い
の
場
と
も
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
と
は

対
照
的
に
､
小
机
付
近
の
低
地

一
帯
は

鶴
見
川
流
域
の
中
で
も
カ
ル
ガ
モ
､バ
ン
､

カ
ワ
セ
ミ
な
ど
の
多
-
の
野
鳥
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
場
所
で
も
あ
り
ま
す
O



▼
◎鶴見川をたずねて
く水系で川を理解する)

[上
流
域
]

上
流
域
で
も
町
田
市
上
小
山
田
町
と

下
小
山
田
町
の
境
付
近
に
あ
る
一級
河
川

上
流
端
の
標
識
の
あ
る
辺
り
で
は
､
ま
だ

比
較
的
き
れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
ま
す
o

川
幅
は
狭
-
､
両
岸
に
樹
木
が
追
っ
て

自
然
の
た
た
ず
ま
い
が
残
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
｡
そ
こ
か
ら
少
し
下
っ

て
､東
名
高
速
道
路
'
国
道
2
4
6
号
､

東
急
田
園
都
市
線
な
ど
の
幹
線
交
通

網
が
鶴
見
川
本
川
､
恩
田
川
を
横
切
る

辺
り
に
な
る
と
､
台
地
の
上
は
住
宅
密

集
地
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
川
幅
は
中
下
流

域
に
比
べ
て
だ
い
ぶ
狭
-
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
が
､
川
沿
い
の
低
地
に
は
農
地
が
連

続
し
､
梨
の
栽
培
な
ど
が
行
わ
れ
て
お

り
､
川
筋
そ
の
も
の
は
伸
び
や
か
な
空
間

性
を
保
っ
て
い
ま
す
O

◎Route･3
(支川都市域)

ORoute-5
(上流域)

ORoute-6
(本･支川源流域)

(∋鶴見川をたずねて
く水系で川を理解する〉

[源
流
域
]

鶴
見
川
本
支
流
の
源
流
域
は
､
台
地
や

丘
陵
地
に
小
さ
な
谷
が
複
雑
に
刻
み
込

ま
れ
た
谷
戸
と
よ
ば
れ
る
特
有
の
地
形

を
つ
-
り
だ
し
ま
し
た
｡鶴
見
川
本
川
の
源

流
は
､多
摩
丘
陵
の
l角
の
町
田
市
上
小
山

田
町
に
あ
り
､現
在
で
も
谷
戸
の
風
景
が

残
っ
て
い
ま
す
.
源
流
域
〓
冊
は
雑
木
林
に

囲
ま
れ
､こ
の
源
流
の
森
か
ら
し
み
出
し
た

水
は
､清
捌
な
流
れ
を
鶴
見
川
に
供
給
し

て
い
ま
す
｡全
戸
で
は
湧
き
水
を
利
用
し
た

水
田
耕
作
が
古
-
か
ら
行
わ
れ
'
丘
陵
部

の
雑
木
林
は
薪
や
炭
と
し
て
利
用
さ
れ
､落

ち
葉
も
堆
肥
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
Q

で
す
か
ら
谷
戸
の
環
境
は
人
々
の
上
手
な

利
用
と
管
理
に
よ
っ
て
つ
-
り
だ
さ
れ
た

環
境
で
､そ
の
EE
国
風
景
は
鶴
見
川
流
域

の
ふ
る
さ
と
の
原
風
景
と
い
え
る
で
し
ょ

う
｡
横
浜
市
内
で
も
梅
田
川
や
寺
家
川

の
源
流
域
に
は
､
こ
の
よ
う
な
谷
戸
の
風

景
が
ま
だ
残
っ
て
お
り
､様
々
な
生
き
物

た
ち
の
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
｡

◎Route-3
(支川都市域)

ORoute-5
(上流域)

ORoute-6
(本.支川源流域)
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暮
ら
し
の
中
に
､
川
と
交
流
す
る
楽
し
み

の
世
界
を
再
び
つ
-
つ
て
み
ま
せ
ん
か
｡

か
つ
て
の
戦
災
川
は
'

人と
人
が
交
流
す

る
社
交
増
で
し
た
｡
夕
ん
-
も
な
る
と
1i.1J

仰
の
人
が
弘
ま
り
約
-
糸
を
た
ら
す
｡

釣
っ
た
仙
‥は
'<
ぷ
･J
や
小
松
げ
と
な
っ
て

食
lr･
を
舶
IC
す
｡
祭
に
は
以
形
約
･J
-

-
i
,す
｡
そ
ん
な
J
川
と
鮎
び
つ
い
た
滋

ら
し
が
､
こ
の
戦
火
川
に
は
確
か
に
あ
っ
L
J

の
で
す
｡
で
す
が
､
い
つ
の
肌
に
か
そ
う
い
う

閃
挨
は
な
-
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

茄
ら
し
の
域
を
小
心
に
､も
･ヱ

岐
柴
し
み

の
牡
非
を
川
に
描
い
て
み
ま
し
ょ
う
｡
そ

様
々
な
イ
ペ
ン
ー
で
す
｡
イ
ベ
ン
ト
に
よ
っ

て
､
す
ぐ
に
鴫
火
川
が
よ
み
が
え
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
.
け
れ
ど
J
.
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
は
碓

:<
に
広

が
り
ま
す
｡

川
を
社
交
甥
と
す
る
人
の
つ
な
が
-
の

向
こ
う
に
､
拙
比
川
の
火
米
が
糊
け
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
そ
し
で
､
川
を
媒

介
に
L
L
J新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ

て
い
-
こ
と
で
し
.･tう
｡

の
と
つ
か
か
り
は
､
川
を
耕
ム
日
に
L
L
.

㊨

治
時
代
の

横
浜
の
産
業

開
港
以
来
横
浜
か
ら
大
t
の高
品
が持
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
L
L
.｡そ
し
て
持
出
の
中
心
が
生

糸
で
あ
っ
た
た
め
､S
見
川
沈
2
tで
も
次
第
に
生

糸
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
､米
･麦
中
心
の
よ

兼
に
加
え
て
.
丘
捷
地
の
畑
に
生
糸
や
蔓
卵
抵
輸

出
の
た
め
の
暮
蚕
業
が
発
達
し
て
い
き
ま
し
た
｡

鶴
見
川
河
口
部
の

⑳
立て

一方
'明
治
中
期
か
ら
は
特
に
上
末
書
･寺
尾
や

近
傍
の
片
書
･神
大
寺
な
ど
で
ニ
ン
ジ
ン
･カ
ブ
･タ

マ
ネ
ギ
･キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
の
鼓
塔
が
盛
ん
に
な
り
､子

安
･生
麦
な
ど
東
海
道
沿
い
の
畑
で
は
セ
ロ
リ
･

カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
レ
タ
ス
な
ど
の
西
洋
野
菜
の
栽
培

が
盛
ん
と
な
り
ま
し
た
｡ま
た
'横
浜
の
丘
陵
地
で

は
果
樹
栽
培
も
盛
ん
に
な
り
､ナ
シ
･モ
モ
･イ
チ
ジ

ク
･ビ
ワ
な
ど
が
出
荷
さ
れ
る
･Lt
う
に
な
り
､次
第

に
都
市
近
郊
農
村
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
.
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明
治
の
後
半
か
ら
大
正
に
か
け
て
､川
崎
市
城
に

湾
岸
埋
立
て
に
よ
っ
て
大
工
袖
が
連
出
し
て
き

た
た
め
､横
浜
市
に
お
い
て
も
工
場
扶
敦
が
図
ら

れ
ま
し
た
が
､大
正
元
年
ま
で
に
は
神
奈
川
方

面
に
7
工
場
が
集
ま
っ
た
だ
け
で
し
た
.そ
の
後

第

一
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
で
.
浅
野
捉
一郎
を

始
め
と
し
た
実
業
家
達
に
よ
っ
て
､京
浜
朋
』
海

地
帯
･子
安
町
地
先
な
ど
の
埋
立
て
が
進
め
ら

れ
ま
し
た
｡
そ
し
て
そ
こ
に
新
し
い
エ
叫
が
建
ち

始
め
､こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
京
浜
H
♯
地
帯
の
硬
と

な
っ
た
の
で
す
｡

大
正
12
年
7
9
2
3
)関
東
大
tq
災
で
は
横
浜

市
全
域
で
頓
波
的
な
打
竿
を
受
け
ま
し
た
｡そ

し
て
横
浜
市
は
許
災
復
興
に
当
た
っ
て
､
工
業
の

徒
弟
を
N
親
し
J
S
見
･神
奈
川
地
先
の
埋
立

て
で
S
見
川
河
口
の
大
熊
町
や
志
比
舟
町
な
ど

を
達
成
し
ま
し
た
｡

窮
二
次
世
界
大
戦
中
は
'昭
和
20
年
T
9
1
5
)

5
月
の
横
浜
大
空
製
を
始
め
京
浜
地
区
は
米

空
J+
の
第

一
爆
撃
目
楳
と
な
り
'戦
災
に
よ
る

打
撃
は
非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
｡そ

の
後
昭
和
25
年
T
9
5
0
)に
は
朝
鮮
戦
争
が

始
ま
り
.
日
本
は
特
Eg景
気
に
わ
き
､S
見
川
河

口
域
の
エ
♯
地
帯
も
一応
の
徳
井
を
逮
げ
､古
座

経
済
成
長
期
に
な
る
と
王
化
学
工
*
充
実
の
必

要
か
ら
大
農
町
地
先
な
ど
に
新
た
な
埋
立
地
が

促
生
し
ま
し
た
｡

+長井B]Lこ+tJ枚る喝ft)4年に杜てられた

I王事*DL

長
津
田
駅
近
-
の
茶
褐
色
の
大
き
な
古
び
た
建

物
は
､大
正
時
代
か
ら
つ
い
♯
近
の
昭
和
40
年
頃

ま
で
､緑
区
な
ど
で
作
ら
れ
て
い
た
マ
ユ
を
よ
め
､

乾
煉
し
て
保
存
し
て
い
た
乾
斉
(か
ん
け
ん
)i

庫
で
す
｡
こ
の
建
物
と
回
り
の
平
丘
建
て
を
合
わ

せ
た
枯
枝
が
か
つ
て
の
恭
筑
郡
老
翁

所で
､大

正
13
年
7

9
2
4
)に
妹
式
会
社
長
津
田
乾
糸

取
引
所
と
し
て
誕
生
し
､昭
和
4
年
(1
9
2
9
)

に
な
っ
て
都

筑郡
乾
再
販
売
利
用
組
合
に
改
め

ら
れ
ま
し
た
｡
こ
こ
に
は
今
も
r神
奈
川
姓
位
軒

販
売
組
合
｣
と
書
か
れ
た
VI板
を
相
げ
る
事
携

所
が
あ
っ
て
'男
性
事
務
dt
が
J人
で
管
理
を
し

て
い
ま
す
｡
現
在
､
マ
ユ
を
取
り
払
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
､
昭
和
45
年
に
乾
再
販
売
か
ら
乾

蘇
書
止
組
合
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
｡そ
の
こ
ろ
技

区
で
マ
ユ
の
生
産
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
組

合
を
解
消
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
す
が
J借
地
権

等
の
関
係
か
ら
建
物
と
と
も
に
組
合
が
簸
る
こ

と
と
な
っ
L
.と
い
う
こ
と
で
す
｡

こ
の
括
は
な
､
捷
区
の
折
本
の
村
FIJ常
り
つ
が
れ
て
き
た
悲
し

い
拓
だ
よ
｡
む
か
し
､
そ
う
'
天
文
の
頃
と
い
う
か
ら
い
ま
か
ら

E
)E
]〇
年
も
ま
え
の
こ
と
に
在
ろ
う
か
｡
こ
こ
､
析
本
村
に
末
次

血
と
い
う
村
役
人
方
お
っ
だ
と
｡

六
次
部
は
､
村
を
見
逼
り
に
い
く
た
び
に
な
や
む
の
だ
っ
た
｡

(lE
じ
村
で
も
C4)戸
川
の
流
れ
る
ほ
う
は
､こ
ん
な
に
こ
め
が
た

く
さ
ん
と
れ
る
と
い
う
の
に
､山
の
む
こ
う
は
､水
ガ
な
く
て
囲
っ

て
お
ら
れ
る
.な
ん
と
か
し
て
用
水
を
引
い
て
や
り
た
い
も
の
だ
)

だ
ガ
溢
兼
用
水
を
む
こ
う
の
村
に
引
く
に
は
､
山
を
き
り
割
り

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡そ
れ
は
､虻
ガ
考
え
て
も
艶
工
事
だ
っ
た
｡

そ
ん
な
あ
る
日
､
t
次
郎
は
､
い
つ
の
ま
に
分
村
は
す
れ
に
馬

を
つ
く
り
住
み
つ
い
た
廿
と
昔
り
あ
う
仲
と
な
っ
た
｡

｢お
役
人
さ
ま
､
お
っ
と
め
ご
苦
労
で
す
な
｡
よ
か
っ
た
ら
湯

で
も
飲

ん
で
い
き
ま
せ
ん
か
｣

と
､
い
わ
れ
書
次
郎
立
ち
寄
る
と
､
価
に
は
つ
ガ
と
い
う
七
才

の

娘
が
い
た
｡
ふ
ぴ
ん
に
お
も
っ
て
た
す
ね
る
と
､

rな
に
を
か
く
し
ま
し
よ
う
.
わ
た
し
は
､
7
倍
と
申
し
ま
す

ガ
､
も
と
は
.
吉
田
城
に
つ
か
え
た
武
士
｡
と
こ
ろ
ガ
へ
つ
ガ
が

二
才
に
な
っ
た
と
き
､
モ
ガ
城
内
の
武
士
と
な
ら
ぬ
関
係
が
あ
る

こ
と
を
耳
に
し
､
わ
た
し
は
､
事
の
本
当
の
心
も
た
し
か
め
す
に

殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
鼓
に
わ
か
っ
た
の
で
す
ガ
､
そ
れ
は
'

わ
た
し
を
罪
に
お
と
し
い
れ
よ
う
と
し
た
庚
黒
さ
武
士
の
た
く
ら

み
で
し
た
｣

こ
の
と
き
か
ら
事
次
郎
と
了
居
は
'
い
っ
そ
う
親
し
く
な
っ
た
｡

あ
る
日
､
事
次
郎
ガ

r.こ
の
山
を
切
り
割
り
し
て
む
こ
う
の
村

へ
も
谷
戸
川
の
水
を
引
き
た
い
の
だ
が
｣
と
､
枯
す
と
､
7
億
は
､

｢
そ
れ
は
よ
い
こ
と
.
そ
の
仕
事
を
こ

の
7
倍
に
も
手
伝
わ
せ

て
く
だ
さ
れ
.
こ
う
し
て
村
に
お
ら
れ
る
の
も
村
人
の
お
か
げ
｡

少
し
で
も
お
役
に
た
つ
rJ
と
な
ら
｡
ま
た
､
亡
き
辛
も
rJ
の
こ
と

で
わ
た
し
の
罪
を
許
し
て
く
れ
ま
し
ょ
う
ぞ
｣

い
く
白
か
た
っ
た
｡
六
次
郎
夫
婦
と
了
屑
は

､

山
に
む
か
っ
て

い
っ
た
.
木
を
き
り
た
お
し
､
山
を
き
り
く
す
し
て
い
っ
た
.

村
の
し
ゅ
う
は
'
こ
れ
を
み
て
'

｢事
次
郎
と
の
も
気
ガ
ち
ガ
っ
た
の
じ
ゃ
｡
あ
ん
な
乞
食
坊
主

と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
用
水
を
引
く
と
い
う
が
い
ま
に
き
っ
と
な

げ
だ
す
わ
い
J
と
'
あ
ざ
わ
ら
っ
て
い
た
ガ
､
六
次
郎
と
7
倍
は
'

耳
を
か
さ
す
山

へ
か
よ
い
つ
つ
け
た
｡
日
が
流
れ
年
ガ
流
れ
て
い

っ
た
.
で
も
､

二
人
は
､
夜
も
松
明
を
た
い
て
曲
い
て
い
た
｡

rJの
賓
に
さ
す
ガ
の
村
人
の
心
も
i
a
か
さ
れ
､
手
伝
い
を
申
し

出
る
も
の
ガ
つ
き
つ
き
と
出
た
.

工
事
に
か
か
つ
て
か
ら
E
]年
の
歳
月
が
た
っ
た
.
切
り
割
り
工

事
の
あ
と
は
､
ふ
か
い
谷
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
.

｢書
次
鉦
と
の
､村
の
し
ゆ
う
も
連
日
の
仕
事
で
つ
か
れ
て
い
る

よ
う
じ
ゃ
｡明
日
は
'休
ん
で
も
ら
い
､
二
人
で
測
t
で
も
せ
ぬ
か
し

と
､
つ
者
の
G
]'
雨
の
中
を
書
次
郎
と
了
膚
は
､
山
に
む
か
つ
て

い
っ
た
｡
谷
底
の
よ
う
な
と
こ
rO
で
潤
暮
し
て
い
た
と
き
､
と
つ

じ
よ
､
上
の
方
で
､
ド
ド
ド
ド
と
地
す
べ
り
の
音
ガ
し
た
か
と
お

も
う
と
､
土
砂
が
崩
れ
て
き
て
二
人
を
埋
め
て
し
ま
っ
た
｡

工
事
な
か
ば
で
中
心
に
な
る
一
一人
を
失
っ
た
村
人
は
､
悲
し
ん
だ
｡

そ
し
て
､土
砂
く
す
れ
の
あ
そ
pO
L
さ
に
お
の
の
い
た
｡そ
れ
か
ら

と
い
う
も
の
山
に
く
る
も
の
も
一
人
へ
り
一
一人
へ
り
し
て
い
っ
た
.

そ
ん
な
あ
る
挽
'
六
次
郎
の
至
な
つ
ガ
､
了
唐
の
娘
つ
ガ
を
た

す
ね
た
｡

｢
な
ん
と
し
て
も
あ
き
ら
め
ら
れ
ま
せ
ん
｡
亡
く
な
っ
た
夫
'

そ
し
て
､
了
e
)さ
ま
の
心
に
む
く
い
る
た
ガ
に
も

の
お
､
つ

か
D
･､
お
ら
と
い
っ
し
ょ
に
山
に
い
か
ん
か
し

っ
ガ
は
'
ま
だ
十
E
]才
の
娘
だ
っ
た
｡

r
お
ば
さ
ん
.
よ
う
い
っ
て
く
だ
さ
っ
た
｡

こ

の
ま
ま
じ
ゃ
あ

父
も
う
か
ば
れ
ま
せ
ん
｡
わ
た
し
も
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に
也

き
ま
す

.
J

つ
ぎ
の

日

､
巷
つ
と
つ
ガ
は
､
山
へ
い
き
日
が
沈
む
ま
FIJ鰍
を

う
ち
お
ろ
し
て
い
た
｡
こ
ん
な
E]ガ
そ
れ
か
ら
も
つ
つ
い
た
｡
こ

れ
を
見
た
村
人
､

｢姓
や
と
お
も
っ
た
ら
'
な
つ
さ
ん
と
つ
ガ
で
ね
え
か
｡
夫
や

お
父
の
菜
志
を
つ
い
で
や
っ
て
お
ら
れ
る
の
じ
ゃ
｡お
ら
た
ち
は
､

こ
の
ま
ま
見
て
あ
っ
て
い
い
の
か
い
な
｡
自
分
の
た
め
な
ら
と
も

か
く
､
村
の
し
ゆ
う
の
た
め
に
い
の
ち
か
け
で
働
い
て
お
ら
れ
る
し

そ
の
心
に
う
た
れ
て
村
人
は
､
ま
た
､
山
へ
や
っ
て
く
る
よ
う

に
な
っ
た
.

工
事
は
､
く
ん
く
ん
と
す
す
ん
で
い
っ
た
｡

rも
う
す
ぐ
で
す
｡
春
に
は
､
こ
こ
を
用
水
ガ
流
れ
ま
す
そ
.

さ
､
く
じ
け
す
に
し
な
つ
は
村
人
を
､
は
げ
ま
し
て
い
た
.

と
こ
ろ
が
J
不
幸
は
､
ふ
た
た
び
お
そ
い
､
十
人
の
い
の
ち
を

う
ば
う
土
砂
<
す
れ
ガ
お
き
た
｡

在
つ
と
っ
ガ
は
'
心
を
と
り
な
お
し
山
へ
む
か
つ
て
い
っ
た
｡

そ
の
後
を
村
人
ガ
つ
つ
い
て
い
っ
た
｡

い
く
月
か
ガ
流
れ
た
｡
そ
れ
は
､
天
文
八
年

(
r
五
三
九
)
の

書
だ
っ
た
と
｡
折

本
の
里に
は
､
楼
ガ
咲
き
み
だ
れ
て
い
た
.
こ

の
日
､
つ
い
に
用
水
は
完
成
し
､
谷
戸
川
の
水
が
光
っ
て
南
の
村

の
EZ]に
売
れ
て
い
っ
た
.

そ
の
挽
､
鳥
に
か
え
っ
た
つ
か
は
､
あ
父
の
仏
前
の
前
で
黒
髪

を
き
っ
て
尼
と
な
っ
た
と
｡
そ
し
て
､
十
二
人
の
み
た
ま
を
ま
つ

っ
た
堂
に
こ
も
っ
て
朝
夕
念
仏
を
と
な
え
て
い
た
｡
こ
の
と
き
､

つ
か
は
十
五
才
だ
っ
た
と
い
う
｡

そ
れ
か
ら
の
つ
ガ
は
､
ど
う
な
っ
た
ガ
は
､
わ
か
ら
な
い
ガ
'

天
和
二
年
､
何
人
の
手
に
よ
っ
て
十
二
人
の
才
を
供
暮
し
た
地
毛

さ
ま
ガ
､
山
の
下
に
つ
く
ら
れ
た
｡

村
の
し
ゅ
う
は
､田
足
に
ち
な
ん
で
｢早
寄
地
裁
｣
と
､名
つ
け
た
｡



▼
/ 鶴 見 川 交 遊 録

き
れ
い
な
川
づ
-
リ
､
ば
-
ら
が
主
役
｡

｢川
と
緑
を
考

え
る
了
ど
J
会
議
｣
は
1

9

8
5
年
か
ら
毎
年

1

回
開
か
れ
て
い
る
｡

企
画
か
ら
運
営
ま
で
す
べ
で
す
ど
も
に
よ

る
､
文
字
通
り
の
子
ど
も
会
議
｡
緑
区
か
ら

港
北
区
の
約
5
:ヵ
所
J
の
涌
き
水
謝
寵
の

発
表

や
､
牛
孔
バ
ッ
ク
ル

遊
び
な
ど
､
チ

ビ
も
L
Jち
の
税

ポ
カ
と
行
動
力

が
生
か

さ
れ
L
J光
波
が
毎
回
は
円
さ
れ
て
い
る
｡

,.,-_r w LTI- i ...ItJ- .
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⑳

道

網の
発
達

明

治5年(1
8

72)5月､横浜
･品川間に

日

本最初の鉄
道が開通して仮
営業が始めら

れ
､

9月には新

捕･横浜両駅で天皇蛙席のも

と
に

開♯式が

行われました｡ます旅客運輔

が

行われ､次
い

で翌年9月に9(物連輪が開始

さ
れ

ました
.ま

た､生糸の輪出が増加したた

新
し
い
発
見
か
い
っ
ぱ
い
の

⑳

見
線

包
見

強はJ
と

も
と1R(元
国鉄)が建

設
し
た

の
で
は
な
く
､私
鉄
の
銭
見
PJ
l譜
鉄
道
が
大
正
1

年
3
月
10
日
に
浜
川
崎
-
弁
天
棟
と
分
岐
点

(武
叢
白
石
)-
大
川
間
を
開
業
し
た
こ
と
か
ら

は
じ
ま
り
､
昭
和
LLl年
相
月
27
日
ま
で
は
貨
物
線

で
し
た
｡こ
れ
は
当
時
川
崎
駅
か
ら
浅
野
セ
メ
ン
ト

(現
･第
一セ
メ
ン
ト
)へ貨
物
接
が
引
か
れ

てお
り

へ現
在
の
再
武
･浜
川
支
絶
).こ
こ
か
ら
S
見
川
河

口
の
埋
立
地
へ
事
♯
所
の
進
出
に
応
じ
延
び
て
い

き
ま
し
た
.
そ
し
て
エ
<
輔
送
の
必
要
性
か
ら
旅

N
]強
化
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
｡そ
の
後
昭
和

5
年
10
月
28
8
に
は
､弁
天
横
か
ら
S
見
仮
駅

(現
在
よ
り
少
し
国
道
寄
り
)ま
で
開
通
し
､昭
和

9
年
12
月
23
8
に
現
在
の
S
見
駅
へ乗
り
入
れ
､

昭
和
t5
年
日
月

1日
の
新
芝
浦
-
海
芝
浦
間
開

通
で
現
在
と
同
じ
形
と
な
り
ま
し
た
.句
見
強

は
そ
の
よ
う
な
過
程
か
ら
産
♯
甚
井
上
の
意
義
が

大
き
-
､戦
時
中
の
工
員
輪
送
確
保
か
ら
国
有
化

さ
れ
､今
で
は
1
R
の
路
線
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

め
､北
関
東
･甲
州
･信
州
･八
王
子
方
面
の
生
糸

一ケ横
浜
へ誓

目
的
で
明
治
41
年
(1
9
0
8
)

9
月
に
東
神
奈
川
･八
王
子
間
に
民
営
の
横
浜
鉄

道
が
開
通
し
､そ
の
後
大
正
6
年
(1
9
1
7
)に

政
府
が
二
の
絵
を
買
収
し
て
畠
鉄
と
し
ま
し
た
｡京

浜
旬
気
鉄
道
(現
･京
浜
急
行
)も
明
治
38
年
に
川

崎
か
ら
神
耗
川
に
延
長
'同
44
年
に
は
神
奈
川
町

地
先
埋
立
地
に
横
浜
鉄
道
貨
物
線
が
開
通
し
､横

浜
を
中
心
に
鉄
道
網
が
発
達
し
て
い
き
ま
し
た
.

二
の
路
線
の
利
用
者
は
ほ
と
ん
ど
が
工
場
へ
の
出

勤
者
と
沿
線
へ
の
通
学
者
で
､通
勤
･通
学
時
間
に

は
ダ
イ
ヤ
が
一不中
し
て
い
ま
す
が
､量
間
は
2
時
間

に
1
本
し
か
な
い
時
間
帯
も
あ
り
ま
す
｡終
点

海
芝
浦
駅
の
ホ
ー
ム
か
ら
は
京
浜
エ
♯
地
帯
の

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
一望
で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
一般

乗
客
が
ホ
ー
ム
に
下
り
る
こ
と
は
出
来
て
も
､改
札

口
か
ら
外
へ
は
出
ら
れ
ま
せ
ん
O

操
区
･イ
カ
ダ
で
遊
ぼ
う
よ

川
は
遊
び
の
宝
庫
｡
手
づ
-
り
イ
カ
ダ
遊

び
は
'
緑
区
を
探
れ
る
鶴
見
川
で
開
催
｡

子
ど
も
L
Jち
の
'
歓
声
が
哲
き
わ
L
Jる
｡

tF
見
区
の
耕
子
ケ
谷
と
月
岡
の
中
間
に
ニ
ッ
池
ガ
あ
る
｡
こ
の

付
近
は
F
見
川
に
面
し
て
い
る
が
､
余
り
川
の
恩
恵
に
浴
し
て
お

ら
す
､
か
ん
が
い
用
水
は
濡
池
に
や
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
.
ニ

ッ
池
も
､
こ
の
意
地
の

一
つ
で
あ
る
｡
現
在
は
､
池
の
六
ん
中
に

姓
が
あ
り
､
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
､
昔
は
､
大
池
と
い
っ
て

l
つ
の
池
で
あ
っ
た
｡

大
池
に
は
､

一
匹
の
竜
ガ
住
ん
で
い
た
と
い
う
｡
こ
の
竜
は
､

池
の
底
で
A
か
に
楚
て
い
る
の
ガ
好
き
で
あ
っ
た
か
ら
､
池
の
そ

-
民

い
‥
:
:
花
鳥

]
']
:;
[
･.
..[･i
‥
.;'T
.]
∴

..I.
,

I.

こ
ろ
を
邪
見
さ
れ
た
の
で
､
何
事
か
と
､
池
の
上
に
顔
を
出
し
て

見
る
と
､

一
人
の
男
と
十
靖
の
照
ガ
戦
い
を
挑
ん
で
き
て
い
る
で

は
な
い
か
.
す
く
に
､
す
さ
ま
じ
い
死
関
が
探
り
広
げ
ら
れ
た
｡

竜
は
雨
と
風
を
呼
び
､
熊
に
狂
い
か
か
り
､
ま
た
､
熊
も
竜
に
か

み
付
い
て
い
っ
た
｡

や
が
て
嵐
か
静
ま
っ
た
時
､
兼
吉
が
見
た
の
は
､
竜
の
体
に
か

み
付
い
て
死
ん
で
い
る
十
現
の
照
の
姿
で
あ
っ
た
｡
竜
は
最
後
の

力
を
振
り
絞
っ
て
､
天
に
昇
ろ
う
と
し
た
が
､
力
つ
き
て
池
に
偽

れ
込
み
､
そ
れ
が
捷
と
な
っ
て
ニ
ッ
池
ガ
で
き
た
と
い
う
｡

市
長
グ
ラフ
ヨ
コ
ハマ
粗
さ~
上
り

鞭
し
た
と
い
う
｡
そ
こ
で
､
池
の
そ
ば
を
通
る
時
は
､
石
を
落
と

さ
な
い
よ
う
に
､
静
か
に
通
っ
た
も
の
だ
と
い
う
｡

rJ
の
書
の
さ
れ
る
の
を
辞
め
る
た
め
に
'
毎
年
､
村
人
は
娘
を

い
け
に
え
と
し
て
捧
げ
て
い
た
.
今
年
は
'
弥
助
の
娘
の
番
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
ガ
､娘
に
は
太
古
と
い
う
い
い
な
す
け
が
い
た
｡

兼
吉
と
し
て
は
'
愛
す
る
恋
人
を
P
の
い
け
に
え
に
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
.
稚
い
t
を
退
治
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
｡
熊
使

い
で
あ
っ
た
兼
吉
は
､
十
現
の
熊
を
連
れ
て
大
池
に
出
か
け
た
｡

池
に
暮
い
た
兼
吉
は
わ
ざ
と
池
の
中
に
石
を
投
げ
込
ん
だ
｡

払
っ
た
の
は
池
の
中
の
竜
で
あ
る
｡
気
持
ち
よ
く
tF
て
い
る
と

～
】

貌
す
る

を
見
川
流
域

第
2
次
世
界
大
鼓
の
戦
災

によ
って戎
少
し
た
横

浜
市
の
人
口
は
､戦
後
'
加
に
転
じ
ま
L
L
.｡周
辺

農
村
番
で
は
､昭
和
30
年
代
後
半
か
ら
の
高
度
経

済
成
長
期
に
､東
京
･川
崎
方
面
か
ら
の
急
激
t･+人

口
沈
入
及
び
工
場
の
建
設
に
よ
っ
て
よ
地
が
住
宅
･

エ
#
用
地
に
転
用
さ
れ
､農
地
が
教
戒
し
ま
し
た
｡

そ
し
て
､汚
北
lr1-
タ
ウ
ン
と
い
う
港
北
区
と
は
区

に
ま
た
が
る
大
規
模
な
開
発
が
計
画
さ
れ
て
い
ま

す
｡こ
の
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
､計
画
人
口
30
万
人

(地
区
内
)
の
r自
然
を
大
切
に
す
る
新
し
い
ま

ち
Jと
し
て
計
画
進
行
中
で
J平
成
2
年
4
月
現
在

の
居
住
人
口
は
約
3
万
人
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

ま
た
､
工
場
の
進
出
は
鴇
見
川
河
口
部
だ
け
で
な

く
､
淀
城
内
陸
部
で
も
多
く
建
設
さ
れ
て
き
ま

し
た
｡古
-
は
S
見
区
の
森
永
製
菓
S
見
工
場

(大
正
14
年
)な
ど
が
あ
り
､そ
の
他
主
な
も
の
に

は
.緑
区
佐
江
戸
の
tzz奉
唱
気
横
浜
事
集
所
､

松
下
通
僧
工
業
佐
江
戸
H
埠
な
ど
が
あ
り
ま

す
二
Jく
最
近
で
は
､漁
区
白
山
の
白
山
ハ
イ
テ

ク
パ
ー
ク
や
三
保
町
の
日
本
通
惜
衛
星
な
ど
の

ハ
イ
テ
ク
産
業
も
並
出
し
て
き
て
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
な
､
工
場
の
進
出
､人
口
流
入
､宅
地
造

成
と
共
に
.交
通
網
も
近
年
急
速
に
発
達
し
て
き

ま
し
た
｡
｣
R
･私
鉄
と
い
っ
た
鉄
適
網
の
他
.道
路

網
で
は
東
名
高
速
道
路
､第
三
京
浜
道
路
､国
正

1
号
､
15
号
'2
4
6
号
な
ど
玉
要
な
道
路
が
数

多
-
流
域
内
を
走
って
い
ま
す
｡ま
た
最
近
で
は
､

市
ヶ
尾
の
谷
本
川
点
薬
地
帯
に
東
名
高
速
道
路
の

緑
イ
ン
タ
ー
チ
ェン
ジ
が
建
設
さ
れ
る
計
画
が
示
さ

れ
､操
区
南
部
に
揺
想
さ
れ
て
い
る
第
2
東
名
高
速
､

横
浜
環
状
道
路
な
ど
と

の
関
連
で
､住
民
と
行
政

と
の
間
で
話
し
合
い
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
｡

横
浜
市
港
北
区
岸
横
町
に
環
9
]柵
と
い
う
小
さ
な
橋
が
あ
る
｡

｢武
我
見
土
肥
J
に
は
｢丸
木
二
本
を
も
っ
て
点
し
た
る
捕
｣
と
あ

る
ガ
､
こ
こ
に
は
､
い
く
つ
か
の
伝
況
ガ
の
こ
っ
て
い
る
｡

お
か
し
J
盲
人
が
こ
こ
ま
で
き
て
輔
の
な
い
の
に
EElっ
て
背
負

っ
て
い
た
琵
琶
を
溝
に
し
て
点
ろ
う
と
し
だ
が
､
映
っ
て
落
ち
て

な
く
な

っ
た
と
い
う
｡

ま
た
､
茎
戸
へ
向
か
っ
て
き
た
盲
人
が
こ
こ
で
盗
賊
に
萩
わ
れ

て
殺
さ
れ
た
｡
盗
賊
は
､
盲
人
の
琵
琶
を
こ
こ
に
捨
て
た
の
で
そ

の
名
ガ
の
こ
っ
た
と
い
う
｡

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
､
親
子
連
れ
の
盲
人
ガ
､
こ
こ
で
J
休
み
し

て
､
守
琶
を
却
い
て
い
た
の
て
'
以
兼
へ
｢琵
5
]価
｣
と
､
名
づ
け

た
と
も
い
う
｡
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