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人々が集い､
暮らし
､
はたらく街
､

港北ニュータウン｡

丘と谷戸が織りなす豊かな自然と

そこで太古から生きてきた人々の息吹が

豊かさと安らぎを生む街です｡

過去からいま､
そして未来へ

人々の暮らしを紡ぎ続けます｡

ー 美しく安全で快適なまちをつくります -

都 市公団
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一

大
宗

野

大
畠

璽

璃

吉

保
軍

縮
傾
雷

雲

へ
'成
長
祉
会
か
ら
成
茸

会
へ
と
'私
た
ち
の
菅

L
が
大

き
く
変
わ
り
は
じ
め
て
い
ま
す
｡

横
浜
市
が
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
計
画
を
発
表
し
た
の
は
L
9
6
5
年
｡
そ
れ
か
ら
お
年
･港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
横
浜
の
副

都
心
と
し
て
成
長
し
'新
陛
紀
に
向
け
た
新
た
な
歩
み
を
着
実
に
進
め
て
い
ま
す
｡

私
た
ち
は
･栗

の
地
に
璽

し
た
莞

こ
ユ
i
L㌍

ン
を
多
く
の
皆
讐

撃
て
い
た
だ
き
た
く
･
こ
の
小
学

を
芳

し
ま
し
た
｡

一

I

前
半
は
｢都
市
公
団
の
シ
ニ
ア
住
宅
･ボ
ナ
-
ジ
ユ
横
浜
(仲
町
台
)｣
友
の
会
情
報
誌
rボ
ン
･ア
ー
ジ
ru
に
梅
宙
洋

l
郎

.I

さ
ん
に
よ
っ
て
t0
回
迎
我
さ
れ
た
｢今
昔
物
語
｣
を
保
存
版
に
し
た
も
の
で
'横
平
は
｢人
･術
･暮
ら
し
｣
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
'こ
の
術
の
誕
生
以
前
か
ら
今
日
の
術
ま
で
を
耕
介
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

9
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都
筑

の
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阜
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阜
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川
物
語

し
ヽ
ヽ

)

7
-
茅

ヶ
崎

八舌
R

1
-
発
刊
に
あ
た
っ
て

.

/

2
･‥
今

昔
物
語
著
者
緯
介

13 11､

甘 帝 喜

代 茨 の

､
､

慧

各

式

.･1

トカ､の･ttLも

ら街

現 ･ブ 一 丁 .I
.代 く

な
お
'沌
行
に
あ
た
っ
て
は
'多
く
の
方
々
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
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福富洋一郎

1944咋北九州市生まれ

1988咋Lu'附谷区から港北ニュータウンに転居

1993年｢恩旺lの谷戸ファンクラブ｣に入会(歴史班チーフ)

1994年｢早測川をかなでる会｣設立(世al-人代表)

会社人問として晦 El仕事に追われていたが､1992年頃から港北ニュータウンを散歩し

ながら､失われつつある港北ニュータウンの歴史と地理を調べて歩くようになる.

地域活動にも興味を持ち低見川流域､主に都筑区で｢川づくり｣や｢森づくり｣さらに

は｢街づくり｣の市民活動に参加｡

その他 ｢都筑おやじ学｣｢都筑フォーラムコミュニケーションクラブ｣など所属団体多数｡

El本櫛の会社に通勤するサデ)-マン｡

都筑区葛が谷在住｡
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都

筑の

成

就
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誉
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史

実が民讐し毒StJいるお詰ん
で

､今も早

苗地蔵は､地元の人々に大切にされて
い
ま

すo
I

'-
▲-
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今
か
ら
欄
咋
柑
前
の
人
文
咋
川
の
戦
川
･=l
代
の
こ
と
で

す
O
こ
こ
桝
本
町
は
20
軒
ば
か
り
の
ち
い
さ
な
利
で
し
た
｡

村
の
南
の
〃
の
低
地
に
は
'
川
水
が
燦
仰
さ
れ
て
い
な
い

た
め
'
川
畑

は

れ
咋
｢
ば
つ
に
=･=
し
め
ら
れ
て
稲
川
も
‖心

う
よ
う
に
で
き
ま
せ
ん
｡
E..itケ
坂
Il
の
小
心
に
r
H
と
い

う
功
さ
ん
と
､つ
が
と
い
う
娘
が
作
ん
で
い
ま
し
た

o
小
人

の
･-1=
し
み
を
比
か
ね
て
'山
を
切
り
拓
い
て
利
の
北
側
の

行
目
の
水
を
=
こ
う
と
､
.人
は
鰍
で
川
水
州
を
せ
っ
せ

と
触
り
就
け
ま
し
た
｡

村
人
は
そ
の
姿
を
比
て
=収
初
は
あ
ざ
笑
っ
て
い
ま
し
た

が
tr
H
は
;-;
す
る
こ
と
な
く
tt網
の
目
も
凧
の
日
も
休

ま
ず
触
り
拭
け
ま
し
た
｡
そ
の
熱
:=仙に
動
か
さ
れ
て
=

㌔

＼

ら

現存する早苗地蔵･



- 都筑の革士塚 ._
富士 山は昔 から霊 山として人 々の崇拝 を受 けていました

坪､江戸時代 には関東の各地 で富士講 と呼ばれる信 仰 団

一体の活動 が盛 んになりました｡そして富士 山に実際に登 LLI

して参拝できない人 々のために､富士 山を樺 した富士塚が

地元に築かれたのです｡かつそは横浜 にも多数わ含士 塚

が残 っていましたが､開発の ため多くが消えて行 きまレた｡

しかし都筑 区にはいくつかの富主項が残っています｡ -～

･山相宿士(やまたふじ)
..ヤマグではなくヤキクとJ記みます .北 山IflMrにある七･.'l_･塚

は男苦くほど7:LlごlJIに似せて作られていfす｡登 ljJ迫が二つ

あり､頂｣)まで登るとllEt火Ijがあjつ､お鉢 岨りまでできていま

'す｡現 冶三は､山uJ7:1,-士 公拶J
として痕伸 されており､特 に
桜の季節はJ抵抗です｡fil上

にある7:･.'士IllJ言LETJ塔や ､電

山道にある:･BL>賀悲心 に消 ちた-

周 光 地 成 立 放 ち.･'とは一一比

･の価池 があります.

川和宙士(かわわふじ)
7:.[･jヒ見75.くJj-･･の町にある川Srl･u･士 公剛 二は､川和･IL･･1:LlfT呼

ば-nる立派な1.71.｣;塚が ありま1.胤 Lの戚 盟は大変すばら !
しく､耶筑の 11とよばれた多仲 良はが 一一望に見えます｡鴫

浜も良 く見 え､必 比のポイン

トで10この号三･,,･lr-:は火 は

2代 Elで､l設初 の 川和'I:I.上

は肘孝色のため収 り壌 モれ一まt

した.TJ'i上 にあったIRJ.r"大

判の榔 ま､川和 八幡神社 墳

･内に移されています｡､ 1

池辺宙士(いけ′ヾふじ) I

赤 白エントツが E川 Jの都筑工場.(舶 J域 )のIlqの池辺出 漁

にも71r,'士塚がもう一 つあり､池辺新 石-I;士といわれています｡.

転iF6月lljには 山 I;ilきが

行われ ､池辺の 人 々方{お嚇

grP :.i. 憲 喜､十 十+;
.iこおもしろい｡

(&筑に学ぶ会 福富IF一郎氏)

ク r ■一･.'--｢瓦 ンタ_

た
の
で
す
｡
北
か
ら
南
へ
拙
割
り
を
ほ
と
ば
し
り
山
る
水

を
見
て
'村
人
逆
は
人
吉
ひ
を
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
.
そ
う
し
て
付
に
も
=:)
か
な
稲
が
尖
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
｡
そ
れ
か
ら
Ⅷ
咋
以
-
た
っ
た
江
戸

崎
代
に
'
/
㍍
軌
/
の
功
孤
を
調
え
､
お
地
雌
株
を
作

り
'
切
り

通
し
の
比
え
る
瓜
に
安
打
し
ま
し
た
.
こ
れ
が

今
の
IL
,2-i
地
庇
で
J
i
日日
を
抑
え
仙
け
る
前
に
]+
曲
を

供
え
､秋
の
==U作
を
祈
っ
て
い
ま
す
.

以
上
が
汀
か
ら
仁
わ
っ
て
い
る
早
=;
地
雌
の
い
わ
れ
で
す

が
､
民
話

と

し
て
伝
承
し
て
い
る
川
に
い
ろ
い
ろ
お
話
し

の
変
化
が
あ
り
ま
す
.
仕
串
を
始
め
た
の
が
､
r
H
親
子

で
は
な
く
'
万
次
郎
夫
加
と
了
信
だ
っ
た
と

か
'途
中
で

死
亡
し
た
の
は
万
次
郎
と
了
信
で
'
二
人
の
け
芸
心
を
継

い
だ
の
は
万
次
郎
の
炎
と
つ
が
だ
っ
た
と
の
お
話
し
も
あ

り
ま
す
｡
そ
し
て
つ
が
ほ
繋
磐
を
切
っ
て
Bi)と
な
っ
た
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
数
百
年
経
っ
た
視

心
で
も
'
早
前
地
蔵
に
==見作
を
祈
る
地
元
の
人
々
の
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
だ
'せ
っ
か
く
造
っ
た
川
水

も
今
は
迫
純
の
FT
に
雌
め
ら
れ
､も
う
流
れ
て
い
な
い
の

は
残
念
で
す
.
近
く
の
門
l(E
:.寺
を
お
溺
れ
た
詩
人
の
佐

藤
惣
之
助
が
'
こ
の
Bi,話
を
糊
き
､
早
肘
地
収
を
綴
り

込
ん
だ
｢折
本
沼
.S
｣
を
作
詞
し
ま
し
た
｡

そ
の
l
節
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
｡

ハ

ア

稲
で
踊
れ
ば

黄
金
が
実
る

早
苗
地
裁
は

稲
の
神

(都
筑
に
学
ぶ
会

福
富
洋

一
郎
氏
)

】



港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

今

一薄

物

偽

早･測･川･物･ 語

維北ニュータウンのIll火を東西に流れている早淵川は也見川の支流で,普

からこの地域の人々の生活に深くf那つってきました｡位近の急速なじり苑に

伴い､典型的な都市河川となりましたが､その支流は｢グリーンマトリックス｣

と呼ばれる緑道やせせらぎとして生まれ変わり､また川の水も､昔のfi-i流を

収り戻しつつあります｡

■早測川をかなでる会 福富洋一郎氏

｢縄
文
･弥
生
時
代
の
早
綱
川
｣

港
北
ニュー
タ
ウ
ン
の
丘
陵
地
に
人
々
が
勺
み始
め
た

の
は
約
2
万
年
前
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡

6
千
年
前
の
純
文
時
代
に
は
､
海
が
3
-
5
m
も
砧
く
な

り
'こ
の
他
に
も
海
が
深
く
入
り
込
ん
で
､甲
測
川
も
梅

に
直
接
注
い
で
い
ま
し
た
O
今
も
茅
ヶ
崎
'城
田
は
じ
め
'

あ
ち
こ
ち
に
貝
塚
の
逝
跡
を
み
る
こ
と
が
山
来
ま
す
｡

又
'火
破
線
の
鞘
i
Pは
そ
の
名
が
示
す
過
り
､本
当
に
出

だ
っ
た
よ
う
で
す
｡

セ
ン
タ
I
北
駅
の
近
く
の
あ
る
､
国
の
指
定
小山
跡
｢大

塚

故
勝
士
道
跡
｣
は
'早
測
川
の
中
流
域
北
岸
の
台
地

に
あ
り
､
弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
が
役
元
さ
れ
て
い
ま

す
｡
こ
こ
早
洲
川
流
域
は
横
浜
市
城
で
1
番
脱
や
か
な

炎
蕗
で
し
た
が
'
早
測
川
は
｢凝
れ
川
｣
の
弼
名
が
あ
る

ほ
ど
洪
水
が
度
々
お
こ
る
た
め
'
稲
作
は
谷
戸
と
よ
ば

れ
る
支
枕
の
谷
周
の
EB
ん
ほ
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
｡

｢
江

戸
時

代
･
明

治

時

代

の
早

測

川

｣

こ
の
他
は
'武
蔵
国
都
筑
郡
と
呼
ば
れ
､中
央
の
政
治

変
動
に
直
接
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
､
平
和
な

生
活
が
就
き
ま
し
た
O

江
戸
時
代
に
は
'旗
本
や
御
家
人
の
訊
地
で
'大
山
街
迫

や
中
原
街
迫
が
近
く
を
過
り
､tC=
士
肌
や
大
山
肌
､
念

./ 了 1-
( ヽ

ヽ ､ L J -′｣
11 ノ

(､

仏
誠
な
ど
の
講
が

'

′

雌
ん
に
な
り
ま
し
た
｡
丘
の

斜
両
に
は
ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
の
鞘

柴
樹
の
雑
木
林
が
つ
づ
き
､
そ
の
木
を
切
っ
て
=3
家
の

人
々
が
炭
を
作
り
ま
し
た
｡
立
派
な
竹
林
も
多
く
'竹

の
子
の
産
地
と
し
て
も
有
名
で
し
た
.
=3
第
を
中
心
に

川
の
コ
イ
'ウ
ナ
ギ
､ド
ジ
ョ
ウ
､シ
ジ
ミ
な
ど
=:山か
な
自
然

の
怨
み
も
食
卓
を
賑
わ
し
た
恥
で
し
ょ
う
.
し
か
し
､
早

測
川
の
水
利
を
め
ぐ
つ
て
は
､
刺
々
の
川
で
甘
い
が
絶
え

な
か
っ
た
よ
う
で
､上
大
棚
付
と
椎
m
利
の
大
棚
鳩
を
め

ぐ
る
水
争
い
の
話
し
は
今
も
i;
苅
L
と
し
て
伝
わ
っ
て
い

ま
す
｡

｢
最

近
の
早
粥
川
｣

早
測
川
は
'そ
の名
が
示
す
とお
り
'早
漸
と
淵
の
あ
る
､

自
然
札止
か
な
川
で
し
た
｡
洗
縦
や
野
菜
も
川
で
洗
っ
た

り
'サ
ワ
ガ
二
や
シ
ジ
ミ
も
た
く
さ
ん
取
れ
'
川
沿
い
に
は

桜
並
木
が
あ
り
'春
は
お
花
見
で
脹
わ
い
ま
し
た
O

ー1㌦ 野 中Ll
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横浜七福神めぐり

｢ボナ-ジュ横浜｣から行ける､新春にふ

さわしい横浜七福神をご紹介します｡緑

多いのとかな風景も味わうことのできる

七福神めぐりは､初詣に限らず四季い

つでも楽しめるコースです｡

し
か
し
'大
雨
が
降
る
と
す
ぐ
跳
水
に
な
る
た
め
､付
近

の
住
民
は
困
っ
て
い
ま
し
た
｡

都
市
化
が
進
む
と
'
街
に

侍
っ
た
雨
が
'
地
中
に
し

み
込
ま
ず
に

1
丸
に
川
に

耽
れ
込
む
た
め
､
さ
ら
に
跳

水
対
策
が
必
安
に
な
り
､

そ
の
た
め
昭
和
舶
年
か
ら
河
川
政
略
工
事
が
進
め
ら

れ
'
昭
和
57
年
に
完
成
し
ま
し
た
｡
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
都
市
河
川
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
､

今
で
も
た
く
さ
ん
の
自
炊
…が
残
さ
れ
'支
流
の
せ
せ
ら
ぎ

や
細
道
を
多
く
の
人
々
が
散
策
し
発
し
ん
で
い
ま
す
｡

②
鬼
沙
円
天

迎
勝
等
(射
名
駅
下
非
)
日
本
三
見
沙
門

の
随

1
と
い
わ
れ
､名
工
遜
慶
の
作
と
伝
え

ら
れ
ま
す
｡
人
間
に
必
要
な
威
光
と
功
気

を
授
け
'
財
宝
の
神
様
と
い
わ
れ
ま
す
.
開

山
当
時
､こ
の
あ
た
り
は
野
菊
の
花
が
全
山

咲
き
乱
れ
､
こ
の
他
の
浄
土
の
よ
う
だ
っ
た

と
い
わ
れ
ま
す
｡

④

舟

財
天

射
名

池
畔妙
迎寺

墳外社
(
妙迎
寺
駅
下

非
)
七

櫛
神中
､雌

iの女
の神様
で
愛
敬

を
示

し
､芸
能
の
才

と朋宝
を授
け
'
交
通

安
全

につ
い

て
の御
守
誰も
強
いと
い
わ
れ

ま
す
.

弁糊
天は
1

般には
箕
琶
を
も
っ
て

い
ま

す
が'こ
ちら

の

神様
は

右手
に
剣
を

も
ち

'人々
の

迷い
を

切り
払

い'左
手
の
宝

⑥
端
株
寿
押

鰍
禅
寺
(網
i?駅
より
パ
ス
)
こ
の
神
様
は

所
の
長
い
の
が
特
徴
で
良
い
知
恋
を
示
唆

し
､
学
問
と
福
徳
の
神
様
で
す
｡
お
寺
の
本

堂
に
は
多
数
の
古
仏
像
が
安
粧
さ
れ
て
い

て
､
そ
の
中
の
十
王
(
周
魔
大
王
)
像
は

①
布
袋
尊

束
照
寺
(綱
島
駅
下
車
)
鞘
氏
駅
近
く
に

あ
る
'
大
.址
(大
き
な
度
九g
)
と
'堪
忍
､
和

合
を
授
け
て
く
だ
さ
る
神
様
O
徳
川
初
糊

の
創
班
と
い
れ
る
寺
.
布
袋
鴇
は
中
国
に
実

⑨
恵
比
寿
大
神

西
方
等
(新
羽
駅
下
車
)鯛
を
か
か
え
た
に

こ
や
か
な
姿
は
怨
比
布
顔
と
い
っ
て
福
神
の

第

1
で
清
収
を
怒
味
し
ま
す
.
山
笠
の
国

芯
の
朴
の
大
国
よ
の
命
の
御
子
と
も
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
o
l)の
寺
に
は
韮
文
ほ
か
多

珠
は

召
補の
玉
と

し
て

財産
授

与
､

つ
ま

り商売紫
畠

に
怨

まれる
と
い

わ
れ

ていま
す
｡

和
名

他端
に

あ

り
､
名

刺妙
迎
寺

も
す

ぐ側で
す｡

在
し
た
禅
宗
の
名

付
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
｡
大
き
な

袋
か
ら
金
銀
財

宝
を
与
え
､書
遇

を
授
け
た
と
い
わ

れ
ま
す
｡

数
の
文
化
IH
が

あ
り
ま
す
｡
1
月

に
は
境
内
の
蝋
梅

が
非
色
の
花
を

咲
か
せ
､
労
し
い

香
り
が
..==3
い
ま

す
｡

⑤
大
先
天

正
党
院
(新
城
浜
駅
下
車
)
当
代
30
世
に

及
ぶ
古
い
歴
史
の
あ
る
寺
で
'
こ
こ
に
は
有

福
と
粉
食
を
司
る
i
:株
の
大
=:Ei天
が
率
ら

れ
て
い
ま
す
｡
大
き
な
槌
を
持
っ
て
特
約
を

蝕
め
て
い
ま
す
｡
補
の
朴
の
代
表
と
し
て
知

⑦

寿

竜

神

金
蔵
寺
(日
吉
駅
下
坤
)
長
寿
の
神
様
｡
歴

代
の
住
職
は
革
寿
'
米
寿
を
保
ち
天
寿
を

ま
っ
と
う
し
て
い
る
の
は
そ
の
徳
を
待
て
い
る

と
い
わ
れ
ま
す
0
本
盤
､
鈍
様
に
は
徳
川
家

畑
､秀
恕
公
が
待
避
さ
れ
た
名
鉄
､隠
れ
キ

リ
シ
タ
ン
の
石
灯
馳
fI7
人
日
を
ひ
く
も
の

が
多
く
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
｡
庭
も
広
く
､

ら
れ
て
い
ま
す
｡

境
内
の
け
や
き
の

木
で
作
っ
た
大
熊

天
の
中
に
'
由
緒

あ
る
･;'(
像
を
納

め
て
あ
り
ま
す
｡

天
台
宗
の

名
刺
で
す
｡

6



港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

号

音

胸

偽

･･j

B

f

江戸時代のその昔.茅ヶ崎八硫とうたわれ.絵の

ような景勝地がありました.｢今は封｣の茅ヶ崎八

景をご紹介いたします｡

I早測川をかなでる会 福富洋一鮎氏

｢茅
ヶ
崎
｣
と
い
う
と
多
く
の
人
は
湘
南
の
茅
ヶ
崎
市
を
思
い
浮
か
べ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
.
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
も
茅
ヶ
崎
と
い
う
EELh名
が
あ
り
'

歴
史
と
伝
統
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
｡
現
在
､
セ
ン
タ
-
両
駅
や
都
筑
区
役

所
の
庁
舎
が
あ
る
周
り
は
､昔
は
茅
ヶ
崎
村
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
｡
北
に
は

早
測
川
が
流
れ
､
そ
の
周
辺
に
田
ん
ぼ
が
広
が
り
､
そ
の
支
流
の
荒
磯
川
を
南
に

上
が
っ
て
行
く
と
'雑
木
林
の
登
戸
に
行
き
つ
き
'自
然
豊
か
な
村
で
し
た
.
江
戸
時
代

の
終
わ
り
の
頃
､
こ
の
地
を
萱
し
た
岸
宇
作
と
い
う
人
が
､近
江
八
景
や
金
沢
八
景
に

な
ぞ
ら
れ
て
茅
ヶ
崎
村
の
景
勝
地
八
ヶ
所
を
選
定
し
ま
し
た
｡
大
正
時
代
ま
で
は
人
々
の

口
に
も
の
ぼ
り
､実
際
の
景
色
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡
今
は
新
し
い
町
に
生
ま
れ

変
わ
り
､
｢幻
の
茅
ヶ
崎
八
景
｣
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
､ま
だ
当
時
の
お
も
か
げ
が
残
っ
て
い

る
所
も
あ
り
ま
す
｡

①
｢城
山
の
秋
の
月
｣

城
山
と
は
茅
ヶ
崎
城
の
こ
と
で
セ
ン
タ
-
両
駅
か
ら
す
ぐ

東
側
に
あ
る
こ
ん
も
り
と
し
た
山
全
体
が
､実
は
中
牡
の

傑
作
と
い
わ
れ
た
茅
ヶ
崎
城
で
す
.
近
世
の
城
と
追
っ
て

天
守
樹
や
石
垣
は
あ
り
ま
せ
ん
が
'空
堀
や
曲
輪
は
拭
っ

て
い
ま
す
o
歴
史
公
園
と
し
て
整
側
さ
れ
､市
民
の
憩
い

の
場
と
な
る
日
も
そ
う
速
く
は
な
い
で
し
ょ
う
｡
茅
ヶ
崎

と
い
う
怒
味
は
'チ
ガ
ヤ
と
い
う
植
物
が
生
え
る
小
巾叫
い

所
の
節
を
意
味
す
る
の
で
'早
捌
川
に
つ
き
で
た
小
抗
い

丘
を
い
い
ま
す
｡
こ
の
あ
た
り
は
'礼
文
時
代
は
軸
で
し

た
か
ら
､当
時
の
城
山
は
海
に
突
き
出
し
た
岬
で
し
た
｡

こ
の
城
山
を
背
景
に
'中
秋
の
名
月
が
登
っ
て
行
く
さ
ま

は
'今
な
お
す
ぼ
ら
し
い
迫
力
が
あ
り
ま
す
｡
ま
た
密
か

に
さ
さ
や
か
れ
る
茅
ヶ
崎
城
に
埋
故
金
が
あ
る
と
い
う

ウ
ワ
サ
は
'私
達
の
ロ
マ
ン
を
か
き
た
て
て
止
み
ま
せ
ん
｡

や
と

か
た
だ

ら
く
が
ん

②
｢
谷

の

中

の
蛍
と
蟹

田

の

清

聴

｣

今
は
も
う
見
る
こ
と
が
出
来
な
い茅
ヶ
崎
八
m加の
1
つ
で

す
O
荒
磯
川
と
早
測
川
に
閉
ま
れ
た
水
田
地
帯
の
場
所

は
'夏
は
蛍
'秋
は
刈
り
入
れ
の
後
は
落
雁
の
名
所
で
し

た
O
故
は
轍
前
ま
で
は
､そ
れ
は
見
事
な
明
る
さ
で
す
ご

い
も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
｡
払
っ
て
も
払
っ
て
も
追
い
か
け

て
く
る
何
十
万
と
い
う
蛍
が
飛
び
交
う
さ
ま
は
'多
く

の
見
物
人
が
く
る
ほ
ど
で
し
た
｡
現
在
は
数
百
頭
を
見

る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
し
か
も
こ
の
蛍
は
､市

●今
は
幻
の
｢茅

ヶ崎八景
｣

早測川

-･-.■･･

⑧Ft! ② 荒矧=
旬Jlr
茅ヶ崎城

観音堂
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民
が
水
槽
で
育
て
た
幼
虫
を
源
流
に
放
流
し
た
も
の
で

す
｡
蛍
は
清
ら
か
な
流
れ
に
し
か
棲
息
し
ま
せ
ん
の
で
'

現
在
で
は
子
供
達
が
早
測
川
の
掃
除
を
し
て
､
再
び
蛍

が
発
生
す
る
よ
う
に
努
力
を
し
て
い
ま
す
が
'ま
だ
回
復

の
兆
し
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
縮
ら
か
な
流
れ
が
蘇
り
､
カ
ワ

ニ
ナ
等
の
蛍
の
エ
サ
が
自
生
す
る
と
あ
な
が
ち
蛍
の
復
活

も
夢
で
は
な
い
で
し
ょ
う
｡
再
び
､
飛
び
交
う
蛍
の
秤
を

見
た
い
も
の
で
す
｡

せ
き
し
よ
う

④
｢清
水
の

夕

照

｣

下
排
地
を
う
る
お
す
荒
磯
川
は
大
原
の
腿

菜
用
水
地
か
ら
始
ま
り
'
こ
の
水
を
村
人

は
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
｡
秋
は
夕
照
の
紅

紫
が
美
し
く
池
に
映
え
'
そ
の
様
子
は
絵

と
な
り
､歌
と
な
り
ま
し
た
Q

ぽ
せ
つ

④

｢
磯

田
の

暮

雪

｣

矢
崎
柿
か
ら
境
田
柄
の
間
が
堺
田
地
域

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
｡
昔
は
年
に
2
､3

度
は
こ
の
あ
た
り
も
大
雪
に
な
り
'追
行

く
人
も
雪
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
茅
ヶ
崎
利

か
ら
荏
田
村
へ
行
き
交
い
ま
し
た
o
H
♯
れ
に

‥

夕
鯛
の
煙
を
消
し
な
が
ら
降
る
雪
は
も
の
哀

し
く
も
美
し
く
､
こ
こ
で
見
る
碁
笥
は
特
に
美
し

い
と
い
わ
れ
ま
し
た
o

し
ご
ろ
く

⑤
｢肘
五
六
時
の
夜
の
両
｣

自
性
院
か
ら
茅
ヶ
崎
峠
へい
く
峠
道
｡こ
の
寂
し
い
峠
で

夜
の
雨
に
会
う
と

一
層
寂
し
さ
が
増
し
ま
し
た
｡
峠
の

樹
木
が
緑

1
色
に
な
る
梅
雨
明
け
は
緑
が
日
に
典
み
て

ま
ぶ
し
い
く
ら
い
で
し
た
｡

し
ょ
う
あ
ん

⑥
｢
正

庵

の

l
本
校

｣

四
五
六
峠
道
に
樹
齢
数
百
年
の
黒
松
が
あ
り
｢正
庵
の

1
本
松
｣
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
｡
古
木
で
松
食
い
虫
に

や
ら
れ
た
為
'卯
り
倒
し
た
と
こ
ろ
い
き
な
り
松
か
ら
血

が
ふ
き
だ
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
｡
松
の
洞
に
た
く
さ
ん
の

蛇
が
冬
眠
し
て
い
た
の
で
す
｡

せ
い
ら
ん

⑦

｢
大
塚
の

青

嵐

｣

大
塚
原
と
は
東
方
'勝
田
'茅
ヶ
崎
の
村
境
に
あ
り
'か
っ

て
は
雑
木
林
が
続
い
て
い
ま
し
た
｡
青
井
の
頃
に
吹
く
強

い
風
が
こ
の
あ
た
り

一
帯
を
つ
つ
む
と
'
雨
上
が
り
の
日

に
は
伯
が
立
ち
こ
め
絵
の
よ
う
で
し
た
｡

ぽ
ん
し
上
う

⑧

｢
観
音
の

晩

鐘

｣

中
排
地
の
観
音
堂
(今
の
セ
ン
タ
I
南
駅
近
く
)
は
西
国

第
33
番
小
机
領
第
19
番
の
札
所
で
す
｡
村
人
に
刻
を
知

ら
せ
る
鐘
の
音
は
遠
く
荏
E=
'勝
EB
J
牛
久
保
の
方
に
ま

で
噛
り
ひ
び
き
わ
た
り
ま
し
た
｡

- I
横浜市歴史博物館(センター北駅徒歩分5分)

茅ヶ崎八景として村人たちが自侵して

きた風景も､100年の歳月を経て今で

はすっかり姿を消し､港北ニュータウン

として開発が進んでいます｡センター

両駅とセンター北駅付近は都筑区総

合庁舎を中心に､シンボル広場､総合

病院､デパート､警察署､郵便局､市民

ホール､公園.ビジネスビル等､大規模

な商業 ･業務施設 ･タウンセンターの

建設が進んでLへます｡完成すると21

世紀にむけた首都圏でもつとも魅力あ

る､都市空間に変書見していくことでしょ

う.新しい都筑区の名所となる日も近

いといえます｡

横浜帝歴史博物館
センター北駅から徒歩5分のところに平

成7年にオープンした､枕浜市歴史博物

館がありますOここは｢ふるさと横浜｣の

歴史を楽しく､分かりやすく学べる､横浜

に初めて准生した歴史陣物館ですO横

浜は古代より関東の陸上､海上の入口と

して重要な役割を担ってきましたO常設

L 展では先土器川春代から現代まで､2万年

にわたる生活の歴史を展示､ビデオやコ

ンピュータなどで知ることが出来ます｡体

版学習や歴史誹座などもあり､もちろん都

筑区の歴史も知ることができます浦 た､

博物館に隣接して国指定史跡 ｢大塚･鼓

腸土逝跡公園｣がありますO大塚逝跡は､

弥生 中期にこの地方で稲作を始めた

人々のムラの逝跡ですO鼓腸土追跡で

は､大塚逝跡で生活していた人々の多

数のお墓芸が発見されていますQ

大塚･歳勝土遺跡公園

■



港
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今

老

幼

髄

メl
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lI早調川をかなでる会 福富洋一郎氏

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
が
広
が
る
都
筑
の
丘
を
散
歩
し
て
い

る
と
､
た
く
さ
ん
の
神
社
を
見
か
け
ま
す
が
'杉
山
神
社

と
い
う
名
称
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま

お
お

くま
か
ち
だ

せ
ん

か
o都
筑
区

内だ

け
で
も
'
大

熊
･勝
田

･

ち
が
さ
き

おおたな

いこのべ
さ
え
ど

茅

ヶ
崎

･大棚
中
川

･池辺

･佐
江
戸

の

6ヶ所
に
杉
山

神
社

が
あ
り
ま
す
｡
杉
山
神

社
は
全
国
に

49社
あ
る
の

で
す
が
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
､
横
浜
市
の
北
部
の
鶴
見
川

か
LJぴ
ら

と
椎

千

川
の
周
辺
に
位
置
し
て
お
り
'
地
域
性
の
あ
る

神
社
で
す
｡

【地

域

の

暮
ら
し
と
神
様
】

日
本
人
の
生
活
と
神
様
と
は
'大
昔
か
ら深
-
結
び
つ
い

て
い
ま
し
た
｡
都
筑
に
新
し
く
引
っ
越
し
さ
れ
た
方
々
か

ら
､
初
詣
は
ど
こ
に
行
け
ば
よ
い
の
か
'自
分
の
住
ん
で
い

る
と
こ
ろ
の
神
様
'つ
ま
り
自
分
の
鎖
守
様
は
と
の
神
社

な
の
か
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
｡
な
ぜ
'

私
達
は
神
様
に
祈
る
の
で
し
ょ
う
か
｡
都
筑
の
丘
に
人
が

住
み
始
め
た
の
は
2
万
年
前
任
か
ら
と
い
わ
れ
て
お
り
'

私
達
の
祖
先
は
山
や
川
や
森
に
は
神
様
が
住
ん
で
い
る

と
し
て
､大
切
に
し
て
敬
っ
て
い
ま
し
た
.
月
の
出
な
い
晩

は
真
っ
暗
な
問
の
中
で
本
当
に
心
細
か
っ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
｡
そ
し
て
､
せ
っ
か
く
手
塩
に
か

海

.

:

.
F
.
i
･.

㍗

...

.i

:-･'

り
ま
し
た
｡
人
々
は
､
大
自
然
の
前
に

は
人
間
の
力
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
素
直
に
悟
り
'

家
族
安
全
と
'
五
穀
;:j
様
を
祈
り
な
が
ら
'
田
や
州
を

1
生
懸
命
排
や
し
て
来
た
こ
と
で
し
ょ
う
｡
そ
し
て
､
自

然
や
生
き
物
と
共
存
し
な
が
ら
'
山
里
で
静
か
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
｡

今
で
も
家
内
安
全
を
守
る
神
様
の
桐
が
'敷
地
内
に

あ
る
家
を
み
か
け
ま
す
o
ま
た
､
村
々
に
は
､
村
人
の
生

活
を
守
る
た
め
の
神
社
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
｡
都
筑
の
丘

の
杉
山
神
社
も
そ
の
1
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
O

【杉

山

神

社

の
不

思

議

】

杉
山
神
社
は
いつ頃
か
ら
建
て
ら
れ
'ま
た
､な
ぜ
こ
の
地

域
に
躯
中
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
.
実
は
ま
だ
正
確
な

と
こ
ろ
は
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
｡
茅
ヶ
崎
の
杉
山
神
社

(セ
ン
タ
ー
南
駅
か
ら
徒
歩
5
分
)
に
は
'
西
暦
附
年
秋

に
､
千
梨
県
の
安
房
都
に
あ
る
安
房
神
社
を
肥
っ
て
い
た

い
ん
べ

忌

郎

氏
の
一
族
が
'
東
京
湾
を
渡
っ
て
鶴
見
川
か
ら
川



沿
い
に
早
測
川
に
入
植
し
て
'
現
在
の
地
に
杉
山
神
社

を
興
し
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
｡
当
時
の
交
通

は
舟
が
中
心
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
'
鶴
見
川
と

か
た
川じら

雌

子
川

の
川
沿
い
に
杉
山
神
社
が
多
い
謎
も
､こ
れ
で
説

明
が
つ
き
ま
す
.
し
か
し
'元
々
の
=3
排
北
田
の
氏
神
様

が
統

i
さ
れ
て
迫
ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
O
さ

ら
に
､
杉
山
神
社
の
本
社
は
ど
こ
か
の
謎
が
解
け
て
い
ま

せ
ん
.
平
安
時
代
の
延
書
式
と
い
う
神
名
帳
に
は
､
｢武

..差

いし
ゃ

蔵
野
国
都
筑
郡
に
は
式
内

社

と

呼
ば
れ
る
格
式
の
あ
る

神
社
が

1
社
あ
り
､
杉
山
神
社
と
い
う
｣
と
あ
り
ま
す
｡

こ
れ
が
ど
こ
の
杉
山
神
社
な
の
か
､
郷
土
史
家
の
閲
で
は

邪
馬
台
国
の
位
定
探
し
の
よ
う
な
論
争
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
す
｡
皆
さ
ん
も
杉
山
神
社
を
訪
れ
'昔
の
風
景
を
思

い
出
し
な
が
ら
'昔
の
人
々
に
想
い
を
馳
せ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
｡

【
今
と
昔

の
お
祭
り
】

神

社
の
こと
で
忘
れ
て
な
らな
い
の
が
お
祭
り
で
す
.
多

く

の
杉
山
神
社
では'今
でも
地
元
の
方
々
が
御
榊
恥

を

か
つい
で
町

を
練
り
歩
き
ま
す
｡
池

辺
町
祭
り
で
は

は
な

かご

｢
花

篭
の
舞
｣

が有
名
で
す
｡

･･J
ト'

港

北ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
で
も
'夏
祭

り
が
盛
ん
で
す
｡
荏
田
南

小
学
校
の
子
供
神
輿
は
'
お
父
さ
ん
達
の
手
作
り
で
す

し
､
ま
た
､
昔
か
ら
の
お
神
楽
も
楽
し
め
る
と
同
時
に
'

区
民
の
手
作
り
に
よ
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
公
演
や
都
筑
区

民
ま
つ
り
な
ど
､
ま
さ
に
都
筑
は
今
と
昔
が
調
和
し
た

｢ふ
る
さ
と
づ
く
り
｣
の
共
っ
【城
中
で
す
｡

iii⊇巴⊇

勝田 杉山神社(勤

手作りミュージカル第2弾
｢不思議の森の三日坊主｣
この11月上浜!

舞台装3Eの横型

歴史ある港北ニュータウンでは､古き良きものを残し

ながら､新･旧住民たちの手でいろいろな文化活動

が行われています｡その中の一つ､現代の新しいお

祭りの型として手づくりミュージカルがあります.

′95年､都筑公会堂落成記念として､上演したオリジ

ナルミュージカルが好評を博し､その第2弾として､公

募作品 ｢不思経の森の三日坊主｣がこの秋に上演

されます｡11月23･24日の公演にそなえて､練習に

もますます熟が入っています｡

参加者の職業もさまざまに､出演者はもちろんのこと､

大道具､小道具､衣装､チケットの販売までボランテ

ィアスタッフで手づくりで行っています｡先日は都筑

区民ホールで舞台装置の模型の公開が行われ､高

い関心を呼びました｡

ストーリーは都会っ子の ｢ひろし｣が森の中で400年

もの間､ドラコンの呪いにかけられた少年少女達に

出会います｡その呪いを解くために自分を犠牲にし､

人の為役立つ｢ひろし｣の戟いぶりやいかにl

劇中劇には､人形浄瑠璃の実演もあり､小学生から

大人まで総勢60会名が､出演する感動を呼ぶミュー

ジカルです｡

●問い合わせ先 TeI&FaxO45-941-3608(岡本)
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朝

潮

胸

■
早
測
川
を
か
な
で
る
会

福
富
洋
一
郎
氏

凝
涙
蘭
固
畠
博
物
鋸

甜
端
良
禽
国
内陶
良
沢
葛
侮
辱
》

横
浜
市
営
地
下
鉄
｢セ
ン
タ
ー
北
駅
｣
の
す
ぐ
側
に

横
浜
市
歴
史
博
物
館
が
あ
り
ま
す
｡
こ
こ
は
､先
土

器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
横
浜
の
歴
史
を
学
べ
る

博
物
館
で
､常
設
展
の
フ
ロ
ア
に
は
江
戸
時
代
に
東

海
道
を
旅
す
る
人
々
が
休
憩
を
と
っ
た
茶
屋
｢桜

屋
｣
(想
定
復
元
模
型
)
等
も
展
示
さ
れ
､人
と
道

と
の
か
か
わ
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

博
物
館
に
隣
接
し
た
｢大
塚
･歳
勝
土
遺
跡
公

園
｣
内
に
､江
戸
時
代
の
民
家
｢旧
長
沢
家
住
宅
｣

を
復
元
し
た
都
筑
民
家
園
が
あ
り
､こ
れ
は
都
筑
郡

牛
久
保
村
(現
在
の
都
筑
区
牛
久
保
町
)に
あ
っ
た

旧
家
を
移
築
し
た
も
の
で
す
｡

横
浜
市
の
北
部

丘
陵
地
帯
は
'
苦
か
ら
｢蔀
茨
の

丘
｣
と
呼
ば
れ
､
人
々
が
行
き
交
う
街
道
が
発
達

し
て
い
ま
し
た
｡
古
代
や
中
世
に
は
､
古
東
海
道

や
鎌
倉
街
道
が
走
り
､
近
世
に
は
中
原
街
道
や

大
山
街
道
が
賑
わ
い
ま
し
た
｡
現
在
も
'
東
名
高

速
や
第
二
三
界
浜
等
の
幹
線
道
路
が
丘
を
横
切
っ

て
い
ま
す
｡
中
原
街
道
は
ま
だ
現
役
と
し
て
健

在
で
す
し
､
鎌
倉
街
道
や
大
山
街
道
も
往
時
の

名
残
り
を
留
め
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
｡

【苗
東
海
道
と
鎌
倉
街
道
】

昔
'東
海
道
は
田
園
都
市
線
の
辺
-
を
通
っ
て

い
た
､
と
言
っ
た
ら
驚
か
れ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
.

歴
史
的
に
み
る
と
､
こ
の
地
の
武
蔵
国
は
'東
山
道

(中
山
道
の
旧
称
)
に
属
し
て
い
ま
し
た
が
､
7
7
1

年
に
東
海
道
に
編
入
替
え
と
な
-
'
都
筑
郡
の
役

所
が
位
置
し
て
い
た
江
田
駅
の
近
-
の
長
者
原
追

跡
の
付
近
に
'
相
模
の
国
か
ら
武
蔵
を
通
-
抜
け

る
古
東
海
道
が
走
っ
て
い
た
そ
う
で
す
｡
今
の
東
海

道
が
娠
わ
い
を
み
せ
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
な
の

で
す
｡

ま
た
'
1
1
9
2
年
､
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
琳
府
を

大塚･歳勝土遺跡公園

長
沢
家
は
江
戸
時
代
村
方
三
役
の
名
主
役
や
組
頭

を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
園
内
に
は
主

屋
(木
造
平
屋
建
･寄
棟
･茅
葦
)､馬
屋
が
あ
り
､庭



開
い
た
後
'諸
国
の
御
家
人
が
｢い
ざ
鎌
倉
｣
と
駆

け
つ
け
る
為
の
道
が
何
本
も
鎌
倉
を
中
心
に
整
備

さ
れ
ま
し
た
O

こ
の
う
ち
｢中
の
道
｣
が
'
た
ま
プ
ラ
-
ザ
駅
付

近
か
ら
､
准
田
町
や
川
和
町
を
経
由
し
て
'夷
っ
直

ぐ
に
南
へ
延
び
'そ
の
延
長
先
は
鎌
倉
に
向
か
っ
て

い
ま
す
｡
道
幅
は
や
っ
と
2
m
位
で
'
騎
馬
と
二
人

が
通
れ
る
程
の
狭
い
も
の
で
し
た
｡
川
和
町
付
近

に
は
､
当
時
の
雰
囲
気
漂
う
細
い
古
道
が
残
っ
て
い

ま
す
｡

【中
臆
街
道
と
大
山
街
道
】

｢ボ
ナ
I
ジ
ユ横
浜
｣の
あ
る
仲
町
台
駅
の西
側
を
､

北
東
か
ら
南
西
に
走
る
道
が
中
原
街
道
で
す
｡

所
々
道
幅
を
広
げ
た
り
'バ
イ
パ
ス
を
作
っ
た
り
し

て
'現
在
で
も
幹
線
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
'
中

原
街
道
の
名
称
も
健
在
で
す
｡
江
戸
と
平
塚
の
中

原
を
結
ぶ
街
道
は
'
徳
川
家
康
が
鷹
狩
り
に
よ
く

使
っ
た
そ
う
で
'
東
海
道
よ
り
も
直
線
的
で
短
い

た
め
'
急
ぎ
の
旅
人
や
､
炭
や
野
菜
等
の
生
活
物

資
の
運
搬
に
大
括
経
で
し
た
｡
昭
和
30
年
代
の
初

め
頃
ま
で
'
こ
の
辺
の
良
家
で
は
､

東
京
の
大
田
区
や
港
区
方

面
ま
で
牛
車
で
｢
肥
や
し
｣

を
収
り
に
行
っ
た
そ
う
で

す
｡
東
山
田
の
道
中
坂
は
急

坂
で
､
｢肥
や
し
｣
を
ひ
っ
く
り

返
さ
な
い
よ
う
苦
労
し
た
と
'

朝
市
の
お
じ
い
さ
ん
が
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
｡

現
在
の
国
道
挑
号
沿
い
に
､

縫
う
よ
う
に
大
山
街
道
が
走

っ
て
い
ま
し
た
｡
東
京
の
赤
坂

と
南
足
柄
市
失
倉
沢
と
を
結
ぶ

街
道
で
､
｢失
倉
沢
往
還
｣
と
か
｢相
州
街
道
｣

今
は
開
発
に
よ
っ
て
道
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
ま

し
た
が
'宿
場
の
あ
っ
た
荏
田
や
長
津
田
に
石
の
常

夜
灯
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
｡
1
8
3
1
年
'
渡
辺

華
山
が
こ
の
街
道
を
旅
し
て
､
得
意
の
さ
し
絵
を

付
け
た
｢
遊
相
日
記
｣
を
残
し
た
の
で
'
当
時
の
面

影
を
偲
ぶ
事
が
で
き
ま
す
｡

荏
田
宿
に
も
う

一
息
の
所
(現
在
の
中
川
3
丁

ろ
う
げ
か
じ
ゃ
ま
ふ
と
う
そ
ん

目
)
に
老

馬

鍛

冶

山

不

動

尊

が
あ
り
'
本
堂
の
下

に
は
水
が
滝
の
よ
う
に
湧
き
出
て
い
ま
す
｡
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
の
開
発
に
よ
っ
て
も
枯
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
こ
の
湧
き
水
は
'
霊
泉
の
滝
と
呼
ば
れ
'
き
っ
と

江
戸
時
代
の
旅
人
の
喉
を
心
地
良
く
潤
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
｡

【現
在
の
遁
】

こ
の
都
筑
の
丘
に
は
'
現
在
も
東
名
高
速
や
第
三

京
浜
を
初
め
と
す
る
幹
線
道
路
や
'
び
っ
く
り
す

る
ほ
ど
の
太
い
生
活
道
路
が
走
っ
て
い
ま
す
｡
計
画

的
に
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
か
ら
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
街
づ
く

り
に
取
-
組
ん
だ
成
果
と
思
わ
れ
ま
す
｡
ま
た
'迫

は
決
し
て
串
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
｡
都
筑
区
内
に
縦
枕
に
走
る
グ
リ
ー
ン
マ
ト
リ
ッ

ク
ス
と
呼
ば
れ
る
15
km
の
小
道
は
'道
沿
い
に
小
川

が
流
れ
､
串
を
心

配
す
る
こ
と
な
く
ゆ
っ
く
り
と
自

然
を
楽
し
み
な
が
ら
散
策
す
る
の
に
股
適
で
す
｡

所
々
'公
園
と

7
体
と
な
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
道

が
延
び
て
い
ま
す
｡
た
だ
'
せ
っ
か
く
の
散
歩
道
も

大
切
に
し
な
い
と
す
ぐ
に
ゴ
ミ
で
汚
れ
て
し
ま
い
ま

す
｡E.B

近
'
住
民
が
自
主
的
に
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
す
る

姿
を
よ
-
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
開
発

と
自
然
が
調
和
し
､
便
利
さ
と
や
す
ら
ぎ
と
が
共

存
す
る
街
を
目
指
し
て
都
筑
の
丘
に
新
し
い
息
吹

き
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
｡

や
池
な
ど
を
配
し
､当
時
の
農
村
の
雰
囲
気
を
作

っ
て
い
ま
す
｡
主
屋
の
中
は
屋
格
の
高
さ
を
あ
ら
わ

す
､ナ
カ
ノ
マ
､オ
ク
､ヒ
ロ
マ
､土
間
な
ど
広
々
と
し

た
空
間
と
太
い
梁
が
屋
根
の
重
さ
を
さ
さ
え
､風
雨

か
ら
守
っ
て
く
れ
た
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
｡

最
近
､都
筑
民
家
園
愛
護
会
が
で
き
､地
元
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
達
の
協
力
に
よ
っ
て
､様
々
な
イ
ベ
ン
ト

が
企
画
さ
れ
好
評
で
す
｡
｢お
月
見
ラ
イ
フ
｣'｢う
ど

ん
づ
く
り
と
都
筑
の
今
と
昔
｣
な
ど
誰
で
も
参
加
､

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
民
家
園
を
ま
す
ま
す
活

性
化
さ
せ
て
地
元
の
方
達
に
親
し
ん
で
い
た
だ
き
､

歴
史
あ
る
文
化
を
残
し
て
い
き
た
い
と
頑
張
っ
て
い

ま
す
｡
ぜ
ひ
､
F
度
お
訪
ね
く
だ
さ
い
.

民家の主屋と馬屋

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
｡

JI



削
ら
れ
た
公](こ
の
辺
り
で
は
筆
戸
と
い
う
)
が
発
達

し
､自
然
豊
か
な
土
地
で
す
o
丘
の
上
に
は
大
昔
か
ら

多
く
の
人
々
が
住
み
､村
や
町
を
作
り
､
穏
や
か
な
暮

ら
し
を
続
け
て
き
ま
し
た
｡
そ
し
て
今
､
更
に
多
く
の

人
々
が
移
り
住
ん
で
き
て
､明
る
い
ま
ち
づ
く
り
が

着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
｡

【縄
文
･弥
生
時
代
の
都
筑
】

人
々
が
都
筑
の
丘
に
住
み
始
め
た
の
は
'
約
2
万
年
前

か
ら
で
す
.
都
筑
区
に
は
'
靴
文
･弥
生
時
代
の
｢追
跡

の
メ
ッ
カ
｣
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
'多
く
の
追
跡
が
発
見
さ

れ
ま
し
た
｡
特
に
'
早
測
川
沿
い
の
大
塚
･歳
勝
土
追
跡

公
園
と
'公
園
に
続
く
横
浜
市
歴
史
樽
物
館
を
訪
れ
る

と
'械
浜
周
辺
の
歴
史
が
'
こ
の
丘
陵
地
か
ら
始
ま
っ
た

こ
と
が
良
く
分
か
り
ま
す
｡
追
跡
公
園
に
は
弥
生
時
代

の
環
壌
典
蕗
が
何
軒
も
復
元
さ
れ
て
お
り
､
そ
こ
に
た

た
ず
む
と
､ま
る
で
タ
イ
ム
マ
シ
ン
に
自
分
が
乗
っ
て
来
た

よ
う
な
結
党
を
覚
え
ま
す
｡
し
か
し
'背
景
に
は
明
る
く

近
代
的
な
高
層
住
宅
が
立
ち
並
び
'今
昔
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
に
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
ま
す
｡
ま
だ
見
て
い
な
い
方
は
｢西

の
吉
野
ヶ
里
'東
の
大
塚
･歳
勝
土
｣
と
も
言
う
べ
き
逝

跡
を
'ぜ
ひ
お
訪
ね
く
だ
さ
い
D
(セ
ン
タ
I
北
駅
か
ら
徒

歩
5
分
)

畑

..
::,.:
I
..]
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7
(
.
i
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.
:
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.I

ヽ

聯
｢不
思
議
の
森
の
三
日
坊
主
｣
が
'
昨
年
の
11
月

..

.''
::
_
.

∴

f
]
･
:

最

古

-
...

実
行
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
平
成
8
年
4
月
か

ら
準
備
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
｡

｢",エ
ー
ジ
カ
ル
の
制
作
､
上
演
す
る
こ
と
を
通
じ
て
､

輝
く
人
の
輪
を
広
げ
､
感
動
す
る
心
と
夢
を
い
つ
ま

で
も
持
ち
続
け
る
｡
｣
を
合
い
言

葉
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
制
作
､

上
演
し
続
け
て
都
筑
区
の
文
化

と
し
て
根
付
か
せ
よ
う
と
い
う
も

の
で
す
｡
出
演
者
'
原
作
'
脚
本
､

音
楽
'
大
道
具
'
衣
装
'
チ
ケ
ッ
ト

の
販
売
tp
R
等
々
'全
て
小
学
生

か
ら
大
人
ま
で
世
代
を
超
え
た

総
勢
百
余
名
の
ス
タ
ッ
フ
の
手
で

桁
わ
れ
ま
し
た
｡

当
日
は
会
場
の
都
筑
公
会
堂
に
は
早
々
と
家
族
連

れ
を
初
め
'
た
く
さ
ん
の
人
の
列
が
で
き
ま
し
た
O

受
付
で
は
上
申
主
I
ジ
カ
ル
の
c
D
､
テ
レ
ホ
ン
カ
ー

ド
t
T
シ
ャ
ツ
も
坂
元
さ
れ
'
公
演
は
座
席
が
足
り

ず
補
助
席
が
出
た
ほ
ど
も

●
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【都
筑
の
地
省
の
由
来
】

こ
の
地
を
都
筑
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
そ
の
由

来
に
つ
い
て
は
'今
と
な
っ
て
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
｡
し

か
し
'万
来
躯
に
は
'都
筑
郡
の
良
民
が
防
人
と
し
て
九

州
へ
赴
く
時
に
歌
っ
た
夫
卯
の
和
歌
の
中
に
都
筑
と
い

う
地
名
が
既
に
残
っ
て
い
ま
す
｡
奈
良
時
代
に
は
､
都
筑

■/
l
il

郡
の
郡
役
所
(郡
街

と
い
う
)
は
'
江
田
駅
の
西
側
の
東

名
概
速
迫
路
沿
い
に
あ
っ
た
こ
と
が
解
っ
て
い
ま
す
｡
(長

者
ケ
原
追
跡
)

【鎌
倉
時
代
か
ら
明
治
時
代
の
都
筑
一

こ
こ
が
歴
史
的
に
も
由
緒
あ
る
こ
と
は
'鎌
倉
街
迫
(中

の
迫
)
･大
山
街
道

中
原
街
道
や
､
茅
ヶ
崎
･荏
田
･小

机

枚
下
城
な
ど
の
中
性
の
城
跡
が
'
今
も
残
っ
て
い
る

こ
と
で
伺
え
ま
す
.
政
治

文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
鎌

倉
や
江
戸
か
ら
少
し
は
な
れ
た
周
辺
地
域
と
し
て
伝
統

I
へ

的
に
投
票

盛
ん
で
し
た
｡

/
-

雑
木
林
や
田
畑
が
多
く
'食

′-I′､I
■｢

料
の
他
に
竹
や
炭
の
産
地
と

し
て
比
較
的
安
定
し
た
生

活
が
営
ま
れ
て
い
ま
し
た
｡

た
だ
'
鶴
見
川
が
暴
れ
川
と

い
う
叔
名
を
と
っ
て
い
た
よ
う

に
'自
然
条
件
は
厳
し
か
っ
た

よ
う
で
す
｡
今
で
も
餌
士
信

仰
の
象
徴
で
あ
る
笛
士
塚
が
'

輔
山
田
や
池
辺
に
残
り
'ど
ん

ど
焼
き
･虫
送
り
･念
仏
誰
や

成
さ
れ
'
川
和
町
に
班
役
所
が
挺
か
れ
ま
し
た
｡
都
筑

郡
は
昭
和
14
年
'横
浜
市
に
再
編
成
さ
れ
港
北
区
と
な

り
'そ
の
後
昭
和
43
年
'緑
区
が
分
推
さ
れ
ま
し
た
｡

【横
浜
帝
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
時
代
】

肘
園
風
琉
t色
だ
った
都
筑
の
丘
に
も
､昭
和
30
年
代

に
入
り
'
田
園
都
市
線
の
開
通
と
と
も
に
'新
し
い
街
並

み
が
班
ち
始
め
ま
し
た
｡
ま
た
'横
浜
市
の
六
大
事
業
の

一
つ
と
し
て
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
構
想
が
打
ち
出
さ
れ
､住

民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
が
進
み
ま
し
た
｡
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内

に
15
キ
ロ
に
わ
た
っ
て
続
く
緑
道
(グ
リ
ー
ン
マ
ト
リ
ッ
ク

ス
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'自
然
環
境
と
開
発
が
調
和
し

た
都
市
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
｡
地
下
鉄
3
号
線
が

開
通
し
､東
京
に
日
を
向
け
て
い
た
人
々
に
と
って
'港
ヨ

コ
ハ
マ
が
'ぐ
っ
と
近
く
な
り
ま
し
た
｡

【都
筑
区
の
誕
生
と
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
】

平
成
6
年
に
港
北
区
と
緑
区
が
再
編
成
さ
れ
'都
筑
区

の
地
名
が
55
咋
ぶ
り
に
復
活
し
ま
し
た
｡
新
生
都
筑
区

は
'伝
統
産
業
で
あ
る
農
業
と
鶴
見
川
の
近
代
的
工
場

と
'
丘
の
住
宅
と
が
調
和
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
都
市
で

す
O
横
浜
市
の
中
で
'平
均
年
齢
が
1
番
若
く
(S
:歳
)
'

人
口
の
増
加
率
が

1
番
大
き
な
区
で
､
現
在
13
万
人
の

人
口
が
､
2
0
1
0
年
に
は
倍
増
と
な
る
見
込
み
で
す
｡

今
'都
筑
区
は
丘
の
緑
や
川
辺
の
=3
か
な
自
然
環
境
を

生
か
し
､
｢
い
た
人
｣
｢き
た
人
｣
が
共
に
協
力
し
合
い
な

が
ら
'
住
み
良
い
｢
い
い
ま
ち
づ
く
り
｣
の
先
攻
中
で
す
｡

皆
さ
ん
も

一
稀
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
o

物
語
は
'弱
虫
の
ひ
ろ
L
が
亡
く
な
っ
た
お
父
さ
ん

の
ふ
る
さ
と
の
お
寺
に
三
日
坊
義

行
に
出
か
け
'

そ
の
森
で
4
0
0
年
も
の
間
ド
ラ
ゴ
ン
の
呪
い
に
よ
っ

て
'
生
と
死
の
閲
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
少
年
少
女
に

会
い
､
呪
い
を
溶
い
て
あ
げ
'友
情
が
芽
生
え
る
と
い

う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
ス
ト
I
リ
I
C
小
さ
い
子
と
も
達

の
ほ
ほ
え
ま
し
い
演
技
や
'
劇
中
に
は
人
形
浄
瑠
璃

も
綴
り
込
ま
れ
'
生
命
の
大
切
さ
､
生
き
て
い
る
こ

と
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
歌
い
上
げ
'感
動
溢
れ
る
ミ
ュ

ー
ジ
カ
ル
の
上
納
で
拍
手
が
耶
り
止
み
ま
せ
ん
で
し

た
｡

●
取
材
‥
ボ
ナ
ー
:ン
ユ横
浜
友
の
会
編
集
部
員

14

地
織
回
り
な
ど
の
伝
統
的
行

事
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
明
治
に

入
り
､東
京
･横
浜
･八
王
子
の
大
都
市

の
中
間
地
城
と
し
て
都
筑
郡
が
再
編



港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

号

音

S

e

t
早
測
川
を
か
な
で
る
会

福
富
洋

一
郎
氏

横
浜
市
の
北
部
､
都
筑
区
'
青
葉
区
周
辺
の
丘
陵

地
帯
は
'
音
か
ら
谷
戸
と
呼
ば
れ
る
細
長
い
谷
間

が
発
達
し
て
い
て
t
qiI状
に
喜
ん
だ
自
然
豊
か
な

地
域
で
す
｡
開
発
が
進
ん
だ
現
在
で
も
'
緑
の
濃

い
谷
戸
に
は
'
雑
木
林
や
田
ん
ぼ
が
残
っ
て
い
ま

す
.
そ
こ
に
は
､
轄
見
川
の
支
流
の
最
源
流
と
し

て
の
湧
き
水
と
小
川
が
､
生
き
物
の
賑
わ
い
と
と

も
に
身
近
な
里
山
の
自
然
を
形
作
っ
て
い
ま
す
｡

今
回
は
'
湧
き
水
の
音
を
尋
ね
て
み
ま
し
ょ
う
｡

昔
の
湧
き
水

Lh

谷
戸
の
湧
き
水
は
｢執
り
の
水
｣
と
も
呼
ば
れ
､
谷

戸
の
奥
か
ら
自
然
に
湧
き
で
て
い
ま
す
｡
そ
の
水
が

躯
ま
っ
て
小
川
と
な
り
'
田
ん
ぼ
の
用
水
と
し
て
大

変
ij
重
な
も
の
で
す
｡
昔
の
人
は
水
先
が
天
帳
に

左
右
さ
れ
ず
'安
定
的
に
水
を
供
給
す
る
た
め
に

｢
た
め
池
｣
を
作
り
ま
し
た
｡
現
在
も
田
ん
ぼ
に

｢た
め
池
｣
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
-
ま
す
が
､

早
測
川
の
流
域
の
多
く
は
'
地
下
水
を
ポ
ン
プ
で
汲

み
上
げ
て
利
用
し
て
い
ま
す
.
ま
た
'
湧
き
水
は
生

活
用
水
と
し
て
も
必
焚
火
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で

し
た
｡

森
山
の
湧
き
水
地
点
か
ら
流
れ
山
た
水
は
竹
を

く
り
貿
い
た
樋
で
家
の
中
ま
で
引
き
込
み
､
水
瓶

に
溜
め
て
使
っ
た
り
し
ま
し
た
o
飲
み
水
'
野
菜
洗

い
'食
器
洗
い
ば
か
り
で
な
く
'洗
縦
や
風
呂
に
も

活
用
さ
れ
ま
し
た
｡
今
で
は
殆
ど
が
水
道
に
切
り

替
わ
り
ま
し
た
が
'
な
お
ま
だ

一
郎
の
家
で
残
さ

れ
､
使
わ
れ
て
い
る
の

に
出
会
う
と
感
致
し
ま
す
｡

湧
き
水
は
'
降
っ
た
雨
が
地
下
に
し
み
込
み
'嘘
過

さ
れ
'
自
然

に
地
中
か
ら
湧
いて出
た
も
の
で
す
｡

実
際
に

水
質
調
査
を
し
て
み
ま
す
と
'
汚
染
さ
れ

て
い
な
いき
れ
いな
水
で
あ
るこ
と
が
解
り
ま
す
｡

紺
発
と
洩
き
水

こ
の
よ
う
に
､都
筑
の
丘で
至
る
所
に
み
ら
れ
た
湧

き
水
も
'
昭
和
30
年
代
か
ら
始
ま
る
急
激
な
開
発

の
波
の
中
で
'水
が
粘
れ
た
り
水
口出
が
減
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
｡
昨
年
'横
浜
北
部
の
市
民
協
力
団
体

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
作
ら
れ
た
｢横
浜
北
部
湧
き
水

探
偵
団
｣
が
'
北
部
4
区
(苛
非
区
･緑
区
･都
筑

//,}{) /_
･,Lw ＼斗級i,,

{.i-I;)

}小∨･.心 一･J一一一

区
･港
北
区
)
で
湧
き
水
地
点
を
調
悲
し
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
､ま
だ
開
発
さ
れ
て
い
な
い
地
域
を
中
心

に
湧
き
水
地
点
を
胤
ヶ
所
確
認
で
き
ま
し
た
｡
8

年
か
ら
85
年
に
は
確
認
さ
れ
て
い
た
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
'
今
回
確
認
で
き
な
か
っ
た
地
点
は
'
95
カ

所
に
も
の
は
っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
で
も
ま
だ
湧
き
水

と
し
て
発
見
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
の
で
'
実
際
に
は
探
す
と
'
も
っ
と
湧
き
水

地
点
が
多
く
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡

湧
き
水
を
活
か
し
た
街
づ
く
り

港
北
ニ
ュー
タ
ウ
ン
の
グ
リ
ー
ン
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
は
'街
づ
く
-
の
韮
本
方
針
を

決
め
る
に
当
た
り
'
;:見
か
な
自
然
堺
境
に
親
し
ん



GREEN M AT良IX SYSTEM
港北ニュータウンのグリーンマトリックスシステ

グリーンマトリックスと湧き水
現在も湧き水はグリーンマトリックスの中に活かされています｡鴨池公園には､市

民の努力によってトンボの繁殖池となった､湧き水を利用した池があります｡

茅ヶ崎公園にある豊かな水墨の御手洗池 (保護区のため入れません)の湧き水は

公園のせせらぎへ供給されています｡また､オープンしたばかりの都筑中央公園
7'I) ば か じ J(Jま

の大池は湧き水と雨水を有効利用した所です｡念仏講で知られる竜馬鍛冶山
小とうそん
不動尊の湧き水は､苦も今も霊泉として親しまれています｡

で
き
た
地
元
の
人
々
の
意
見
を
聞
い
た
と
こ
ろ
､

｢雑
木
林
の
保
全
と
と
も
に
'
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
と

水
源
と
な
る
湧
き
水
の
沼
を
残
し
て
欲
し
い
｣
と

の
声
が
強
く
上
が
り
ま
し
た
｡

そ
こ
で
街
づ
く
り
に
使
わ
れ
た
の
が
｢グ
リ
ー
ン
マ

ト
リ
ッ
ク
ス
｣
と
い
う
手
法
で
､
ふ
る
さ
と
を
偲
ば
せ

て
く
れ
る
社
寺
'
石
仏
'
富
士
塚
等
の
歴
史
的
遺

産
と
道
路
'
公
園
'
河
川
'
学
校
な
ど
を
体
系
的
に

融
合
さ
せ
る
な
ど
'
緑
の
自
然
環
境
を
嬢
大
隈
に

活
か
し
て
地
域
全
体
の
空
間
構
成
を
決
め
る
街
づ

く
り
が
設
計
さ
れ
ま
し
た
｡

昔
の
谷
戸
沿
い
の
樹
林
地
や
'
流
き
水
の
沼
を
活

か
し
た
ひ
と
つ
な
が
り
の
緑
が
､
緑
迫
や
'
非
行
者

専
用
道
路
で
ネ
ッ
-
ワ
ー
ク
さ
れ
'
尖
に
ー

･LL7
K

も
続
い
て
い
ま
す
｡
そ
の
帽
は
10

m
か
ら
Ⅷ
m
以
上

あ
る
所
も
あ
り
'
そ
の
中
に
は
自
然
の
湧
き
水
を

使
っ
た
小
川
が
全
長
7
･8
Km
も
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
｡
昔
'
見
ら
れ
た
生
き
物
は
ま
だ
全
種
類
戻
っ
て

来
て
は
い
ま
せ
ん
が
'ー
ン
ボ
や
ア
メ
ン
ボ
'
小
魚
の

す
み
か
に
な
っ
て
い
て
'
子
ど
も
速
の
格
好
の
遊
び

場
所
に
な
り
'
ま
た
'
遺
行
く
人
の
目
を
楽
し
ま

せ
て
-
れ
ま
す
.
私
達
が
大
切
に
使
う
こ
と
に
よ

っ
て
､晴
ら
か
な
流
れ
に
し
か
棲
息
し
な
い
蛍
の
復

活
も
夢
で
は
な
い
で
し
ょ
う
｡

③毛馬岱冶山不動尊



地 名 の 散 歩
地名を見ながら散歩を楽しんではいかがでしょ

うか｡きっといろいろな発見があると思います｡

劫 転 地 名

■早測川をかなでる会

福富 洋一郎氏

新
し
い
ま
ち
'
都
筑
区
の
最
近
の
変
貌
に
は
､
日
を
見

は
る
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
セ
ン
タ
ー
南
･北
駅
を
中
心

と
し
た
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
に
は
､
大
き
な
店
が
建
ち
並

び
､
日
に
日
に
賑
や
か
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
中
で
､

葺
か
ら
変
わ
ら
ぬ
古
い
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
そ
の

一
つ

が
地
名
で
す
｡地
名
は
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
密
着
不

可
分
の
も
の
で
す
｡
地
名
の
由
来
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
t

rふ
る
さ
と
都
筑
｣
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｢都
筑
の
区
名
の
い
わ
れ
｣

平
成
6
年
横
浜
市
に
都
筑
区
が
誕
生
し
ま
し
た
｡
こ
の

地
名
は
歴
史
的
に
内
緒
あ
る
古
い
も
の
で
文
献
に
初
め

さ
き
も
.1リ

て
で
て
く
る
の
は
万
柴
狐
で
す
.
防
人
と
し
て
遥
か
追
い

九
州
に
派
述
さ
れ
る
都
筑
郡
の
=3
民
が
別
れ
を
悲
し
む

実
射
の
歌
を
残
し
て
い
て
'向
か
う
迫
の
遠
さ
を
考
え
る

と
現
在
の
単
身
赴
任
で
福
岡
に
向
か
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と

の
違
い
に
思
い
を
馳
せ
ま
す
｡

1
2
0
0
年
以
上
就
い
た
｢都
筑
珊
｣
は
昭
和
14
年
捲

北
区
と
変
わ
り
､そ
の
名
も
消
え
ま
し
た
が
新
し
い
区
の

誕
生
で
､
55
咋
ぶ
り
に
公
葬
に
よ
り
遊
ば
れ
勧
活
し
ま

し
た
｡

美
し
い
丘
陵
と

船
エ
ロ
が
萩
い
て
い

る
こ
と
か
ら
｢つ
づ

き
｣
と
な
っ
た
と
い
わ

れ
ま
す
｡

こ
れ
か
ら
の
街
づ
く
り
は
'こ
の
自
然
=:j
か
な
都
筑
の
丘

の
歴
史
を
活
か
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
い

ま
す
｡

｢仲
町
台
周
辺
の
地
名
｣

現
在
の
地
下
鉄
仲
町
台
駅
は
'完
成
す
る
ま
で
は
仮
称

で
大
熊
駅
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
｡
以
前
は
こ
の
付
近
は

大
熊
町
の
1
部
で
し
た
｡
仲
的
台
と
い
う
地
銘
は
大
熊

あ
ぎ
め
い

町
の
字

名

｢仲
町
｣
に
仲川
台
と
い
う
こ
と
か
ら
｢台
｣
を

つ
け
た
も
の
で
す
｡
大
熊
仙
町
逝
跡
が
混
禰
守
の
近
く

く
ま

に
あ
り
ま
す
o
大
熊
の
地
名
は
ク
マ
は
｢仙
｣
で
大
熊
川

の
流
れ
が
大
き
く
曲
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
､

動
物
の
熊
と
は
関
係
な
い
と
の
説
が
有
力
で
す
｡
明
治

夢
しかた
か
p
甘
つヽ
さ
T<
と

22
咋
'
大
熊
･
東

方

･

川

向

･
佐

江

戸

川
和
･折
本
･

いこ
の
ぺ

つ

だ

池
辺

の
7
村
が
合
併
し
て
都

肘

村
が
で
き
ま
し
た
｡
別

在
は
'
学
校
名
や
'
迎
合
町
内
会
名
で
都
州
と
い
う
地

タウンセンターの幹線道路
(茅ヶ崎中央)
都筑区役所と港北東急百賃店SCの間



名
が
残
っ
て
い
ま
す
｡
桜
銘
木
と
い
う
新
し
い
地
名
も
､

実
は
東
方
町
の
｢サ
ク
ラ
ナ
ミ
｣
と
い
う
昔
の
地
名
に
｢キ
｣

を
つ
け
て
で
き
た
も
の
で
す
｡
せ
せ
ら
ぎ
公
図
の
あ
る
新

に
っ
ば

栄
町
は
'
も
と
も
と
隣
り
町
の
新
羽

叫
の
｢新
｣
と
'新

し
く
で
き
る
町
が
｢栄
え
る
｣
よ
う
に
と
つ
け
ら
れ
た
も

の
で
す
｡

｢江
;
と
荏
田
｣

｢荏
旧
｣は
束
淋
泊
の
払
街
迫
に
あ
た
り
'大
山
街
迫
の

宿
場
町
と
し
て
有
名
で
し
た
.
現
在
も
そ
の
な
ご
り
の

｢荏
田
宿
常
夜
灯
｣
が
相
図
都
市
線
江
田
駅
近
く
の
民

家
の
庭
に
残
っ
て
い
ま
す
.
た
だ
､
田
園
都
市
線
の
駅
名

が
｢江
田
｣
な
の
で
ま
ざ
ら
わ
し
く
思
う
人
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
o
｢准
｣
の
字
が
当
用
洪
字
に
な
い
た
め
'か

っ
て
こ
の
地
の
豪
族
江
田
小
次
郎
の
名
に
ち
な
ん
で
｢江

田
｣
と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡

｢山
田
は
ヤ
マ
タ
と
読
む
｣

都
筑
区
の
北
米
地
域
に
は
北
南

東
を
弧
に
つ
け
た

｢
山
川
｣
の
町
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
｢ヤ
マ
ダ
｣
で
は
な

く
｢
ヤマ
タ
｣
と
読
み
ま
す
o
山
に
田
ん
ぼ
が
あ
っ
た
と
い

う
説
が
有
力
で
す
が
｢矢
股
｣
と
む
か
れ
た
文
献
も
あ

る
こ
と
か
ら
､
早
測
川
に
そ
の
支
流
が
合
流
し
て
い
る
地

形
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
と
思
わ
れ
ま
す
｡
こ
こ
は
今
も

残
る
古
土
山
信
仰
の
古
土
塚
(山
里
Hm士
)
と
'
7
月
に

オ
ー
プ
ン
し
た
nW
新
鋭
の
設
備
を
誇
る
横
浜
国
際
プ
ー

ル
が
有
名
で
す
｡

｢中
川
の
不
思
議
｣

地
下
鉄
の
中
川
駅
や
'中
川
の
叫
は
西
の
方
に
あ
る
の
に
'

中
川
小
学
校
や
中
学
校
だ
け
は
那
れ
た
束
の
中
原
街
泊

の
近
く
に
あ
る
の
に
気
付
い
た
方
は
い
ま
せ
ん
か
｡
明
治

お
お
だ
な

ヤ
ま
た

か
ち
だ

22年
､
大

棚

､
牛

久
保
'
山

甲

茅
ヶ
崎
'
勝

田

村

が
合
併

した
時
､
中
央
を
早
測
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
｢中

川
村
｣
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
｡
昭
和
14
年
に
横
浜
市
に

編
入
さ
れ
る
と
き
'旧
大
棚
村
の
地
域

が
二
分
さ
れ
'大

字
上
大
棚
が
中
川
町
に
'
下
大
棚
が
大
棚
町
に
な
り
ま

し
た
が
'こ
れ
は
尖
は
地
元
の
人
と
し
て
は
､学
校
が
あ

る
下
大
棚
を
中
川
町
と
つ
け
る
つ
も
り
が
'届
け
山
に
手

追
い
が
あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
｡
｢
中
川
｣
に
せ
よ
､

｢都
m
｣
に
せ
よ
､
明
治
の
合
併
村
の
名
称
の
歴
史
に
は

舛
味
沫
い
も
の
が
あ
り
ま
す
｡

｢茅
ヶ
崎
･勝
田
の
地
名
｣

早
測
川
の
南
に
沿
って
茅
ヶ
崎
と
勝
Ej
の
町
が
あ
り
ま

す
.
茅
ヶ
崎
は
抑
南
に
あ
る
市
名
が
有
名
で
す
が
'
小
高

い
丘
の
突
き
出
た
所
と
い
う
意
味
で
'
全
国
に
あ
る
地

名
で
す
｡
中
世
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
｢茅
ヶ
崎
城
｣
や
､

｢幻
の
茅
ヶ
崎
人
民
｣
に
つ
い
て
は
'昨
年
春
の
今
昔
物
語

に
収
り
上
げ
ま
し
た
｡

勝
山
は
｢カ
チ
ダ
｣
と
試
み
ま
す
｡
語
源
に
つ
い
て
は
'
小

さ
な
谷
の
入
り
組
ん
だ
地
形
説
や
'
早
測
川
の
水
利
に

よ
る
優
れ
た
稲
作
を
断
っ
た
説
な
ど
あ
り
ま
す
が
､北日
､

｢鍛
冶
山
｣
と
Tlq
か
れ
た
こ
と
か
ら
､
製
鉄
に
関
係
あ
る

地
名
と
思
わ
れ
ま
す
｡

｢地
名
を
大
切
に
す
る
街
づ
く
り
｣

都
筑
の
丘
の
散
歩
を
し
て
き
ま
し
た
が
'な
ん
で
も
な
い

よ
う
な
地
名
の
l
つ
1
つ
に
思
い
が
け
な
い
歴
史
が
潜
ん

で
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
｡
都

筑
区
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
は
'
こ
の
よ
う
な
歴
史
と
伝
統
を

大
切
に
す
る
街
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
'
｢
新
し
い
ふ
る
さ

と
｣
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
｡

山田富士をデザインした歩道橋



港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

今

▲l骨

撃
事
を
､今
で
も
見
る
こ
と
が
で

きます.港

き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
､
日

本の原風景といわ

れ
る
｢ど
ん
ど
焼
き
｣
や
｢虫

送りLt｢秋崇り｣

;H
:.J
最

銅

絹

い
.閃

.鰭.鰐川r,35

ま
す
｡

ま
た
､
｢念
仏
講

｣な
ど
も
､新
し
い
街
並
の
す

ぐ
側
で
今
も
行
わ
れ
､苦
の
姿
を
伝
え
て
く
れ
て

い
ま
す
｡

今
回
は
､い
わ
ば
｢都
筑
の
歳
時
記
｣の
一
部
を

ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
｡

｢子
供
達
が
書
ぶ
､ど
ん
ど
焼
き
｣

一
月
十
四
日
は
'｢小
正
月
｣と
呼
ば
れ
､正
月

-
C
t..
i

の
松
飾
-
や
往

迎
純

な
ど
を
燃
や
し
'そ
の
火
で
モ

チ
や
団
子
を
焼
い
て
食
べ
て
他
州柄
息
災
を
願
う
'

｢
ど
ん
ど
焼
き
｣
の
行
事
が
'
都
筑
区
内
の
至
る
所

で
見
ら
れ
ま
す
｡
(十
五
日
の
休
日
に
実
施
す
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
)+

･u

昔
は
'
小
さ
な
谷
戸

と

呼
ば
れ
る
狐
洛
ご
と
に
'

子
供
を
中
心
に
'
こ
じ
ん
ま
り
と
行
っ
て
い
ま
し
た
｡

三
又
に
な
っ
た
カ
シ
や
コ
ナ
ラ
の
木
の
先
に
'赤
緑
白

の
団
子
を
刺
し
'
火
に
あ
ぶ
っ
て
食
べ
る
と
風
邪
を

ひ
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
毒

儀

も

現
在
は
'
人
口
が
和
え
た
の
で
大
勢
で
や
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
o
例
え
ば
'
荏
m
南
二
丁
目
の

う
し
が
や
と

牛
ケ
谷
運
動
広
助
で
は
､
十
五
日
に
五
百
人
も
の

人
が
集
ま
っ
て
'版
や
か
な
火
祭
-
が
見
ら
れ
ま
す
｡

竹
を
卿
-
切
っ
て
､
先
に
モ
チ
を
は
さ
み
､
火
で
焼

い
て
い
ま
す
｡
中
に
は
'お
芋
や
す
る
め
を
焼
い
て
い

る
人
も
見
か
け
ら
れ
ま
す
｡

形
は
少
し
ず
つ
変
化
し
て
も
'
伝
統
行
事
は
こ

う
し
て
人
々
に
連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
｡

じ
ゅ
ず

｢念
仏
講
と

数

珠

回

し
｣

毎
月
二
十
八
日
の
午
後
'中
川
三
丁
目
の
老
馬

鍛
治
山
不
動
韓
の
本
堂
に
､次
々
と
人
々
が
張
ま

①毛馬鍛冶山不動尊の

念仏講と数珠回し｡

毎月28日に行われます｡

現在も都筑区内の各地では季節のお祭り､神社崇礼な

ど､さまざまな伝統行事が行なわれています｡予定は

各神社､町内会にお問い合せ下さい｡

(予定は変更される場合があります｡)



り
ま
す
｡
昔
か
ら
毎
月
行
わ
れ
る
百
万
逼
念
仏
を

ほ
つし
上う

奉
詞
す
る
'念
仏
講
に
参
加
す
る
人
達
で
す
o

横
浜
市
教
育
委
員
会
か
ら
'仙
州形
民
俗
文
化
糊

｢念
仏
｣
の
保
存
団
体
と
し
て
奨
励
誰
を
授
与
さ

れ
て
い
る
こ
の
念
仏
誰
は
､
メ
ン
バ
ー
が
丸
く
座
っ
て

大
き
な
数
珠
を
手
に
持
ち
､
世
話
人
の
念
仏
鉦

を

叩
き
な
が
ら
唱
え
る
｢南
無
阿
弥
陀
仏
｣
の
声
に

合
わ
せ
'数
珠
を
ゆ
っ
く
り
と
右
に
回
し
な
が
ら
念

仏
を
口
ず
さ
む
行
事
で
す
｡

数
珠
は
長
さ
七
メ
ー
ト
ル
近
く
も
あ
り
､
結
び

目
の
と
こ
ろ
が
回
っ
て
く
る
と
'
軽
く
持
ち
上
げ
て

か
わ

拝
み
ま
す
｡
鉦
の
昔
は
､
何
か
や
わ
ら
か
い
温
も
り

を
感
じ
ま
す
｡
私
も
先
々
月
参
加
い
た
し
ま
し
た

が
'
そ
の
数
珠
を
入
れ
て
あ
る
箱
に
は
'
宝
暦
五
亥

年
二

七
五
五
年
)
八
月
吉
日
武
州
鈴
木
珊
加
名

川
叙
上
大
棚
村
と
刻
ん
で
あ
り
ま
し
た
｡
お
そ
ら

く
'都
筑
郡
神
奈
川
領
の
こ
と
と
想
わ
れ
ま
す
.

念
仏
が
終
わ
っ
た
後
は
､
隣
-
の
雌
社
で
'
お
茶

を
飲
み
な
が
ら
'よ
も
山
話
に
花
が
咲
き
ま
す
O
念

仏
講
は
'あ
る
意
味
で
は
地
元
の
方
々
の
コ
ミ
ユ
ニ
I

ケ
シ
ヨ
ン
の
場
や
'レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
役
割
り

を
果
た
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
.

｢投
活
し
た
出
送
り
｣

七
月
の
土
用
入
り
の
夕
方
に
行
わ
れ
る
伝
統
行

事
が
｢虫
送
-
｣
で
す
｡
磯
前
は
'
田
ん
ぼ
の
あ
る
所

ど
こ
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
'今
は
横
浜

で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
｡
南
山
田
町
が
昭

和
五
十
二
年
に
'
川
和
町
が
平
成
六
年
に
見
郡
に

似
活
さ
せ
ま
し
た
｡

も
と
も
と
は
､
ウ
ン
カ
や
ズ
イ
虫
な
ど
'
稲
を
食

い
荒
ら
す
虫
韻

強
付
の
外
に
追
放
し
t
｡:g
作
を
祈

竣

川事
で
'
松
明
を
両
手
に
か
か
げ
な
が
ら
'
お

暁
子
の
笛
や
太
鼓
に
合
わ
せ
｢ヨ
ー
イ
'
ヨ
イ
｣
の
か

け
声
を
か
け
な
が
ら
､
田
ん
ぼ
の
周
辺
を
ね
り
歩

き
ま
す
｡
夕
暮
れ
の
沖
明
か
り
の
中
に
'炎
が
ゆ
ら

め
く
様
子
は
'
初
夏
の
風
物
詩
と
し
て
幻
想
的
な

気
持
ち
に
な
り
ま
す
｡

は
や
L

お
暁
子
の
音
色
が
も
の
悲
し
い
の
は
､
害
虫
と

は
い
え
'
い
ま
ま
で
い
っ
し
ょ
に
い
た
虫
を
送
っ
て
し

ま
う
寂
し
い
気
持
ち
の
表
れ
だ
そ
う
で
'自
然
と

と
も
に
生
活
を
し
て
き
た
廿
の
人
々
が
侭
ば
れ
ま

す
｡

｢臓
や
か
な
秋
祭
り
｣

秋
は
ま
つ
り
の
季
節
で
す
o背
の
刺
々
で
は
'
そ

れ
ぞ
れ
巌
や
か
に
祭
が
行
わ
れ
'
今
日
に
引
き
継

が
れ
て
い
ま
す
｡

例
え
ば
'
池
辺
町
の
杉
仙
謝
収
の
例
大
祭
で
は
'

盆
重
量
謝
キ
ロ
嬉

御
神
輿
が
町
を
ね
り
歩

き
ま
す
｡
さ
ら
に
'花
鞄
の
舞
と
呼
ば
れ
る
薫

れ
か

節
-
が
'お
祭
り
に
花
を
そ
え
ま
す
｡
美
し
い
花
鞄

を
両
手
で
持
ち
'バ
ラ
ン
ス
を
収
り
な
が
ら
タ
ル
ク

ル
と
回
し
ま
す
｡
哉
色
い
帯
に
ピ
ン
ク
の
ハ
チ
マ
キ
｡

本
当
に
楽
し
い
お
祭
り
で
す
｡

こ
の
よ
う
に
'都
筑
の
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
は
伝
統
の
あ

る
楽
し
い
歳
時
記
が
い
っぱ
い
で
す
｡

あ
な
た
も
'新
し
い
街
で
'古
い
も
の
を
発
見
し
て
み

ま
せ
ん
か
｡

④山田富士公園のどんど焼き
小正月に都筑区各地で行われます｡最近は環境

問題に配慮してやや高さが低く作られる傾向に｡
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い
街
に
も
'古
い
歴
史
と
文
北
川
息
づ
い
て
い
る

こ
と
を
知
り
､
い
い
街
に
住
ん
で
い
る
幸
せ
を
実､√

感
し
て
い
ま
す
O
｢今
昔
物
語
｣
を
達
成
さ
せ
石
田

た
だ
い
た
ご
緑

か
ら
｢都
筑
の
街
づ
く

り
｣
に
つ

い
て
私
が
体
験
し

､感
じ
た
こ
と
を
述
べて
み
た

い
と
思
い
ま
す
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
の
出
会
い

私
は
昭
和
62
年
'東
京
の
世
田
谷
か
ら
港
北
ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
の
真
ん
中
に
位
提
す
る
葛
が
谷
に
引
っ

越
し
て
き
ま
し
た
O
環
境
の
良
い
横
浜
北
部
に
､
よ

う
や
く
マ
イ
ホ
ー
ム
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

こ
の
他
を
選
ん
だ
の
は
､
田
園
都
市
線
が
日
本
橋

の
オ
フ
ィ
ス
へ
の
通
勤
に
便
利
だ
っ
た
の
が
大
き
な

理
由
で
す
｡
そ
れ
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
会
社

一
筋
の
人

間
で
し
た
が
'
5
年
ほ
ど
前
か
ら
休
日
は
地
域
活

動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
-
ま
し
た
｡

も
と
も
と
こ
の
地
域
は
横
浜
市
と
い
っ
て
も
関

内
･桜
木
町
の
｢港
ヨ
コ
ハ
マ
｣
か
ら
遠
-
離
れ
'
多

摩
丘
陵
や
下
末
書
台
地
を
開
発
し
た
｢
丘
の
街
｣
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です｡私などは今でも中華街に行くときは｢横浜に行ってくるO｣というと､娘から｢お父さん'ここも横浜よ｡｣言われてしまいます｡今や,横浜市は人口340万人｡大阪市よ-大

きな都市になっています｡
｢横浜丘の手｣の特色

Ell比近､横浜北部のEI区(都筑･青菜･緑･港北の各区)を｢横浜丘の手｣と呼んで市民と行政とのパ1--ナtシップによる新しい街づくりを目指す動きがあります｡この四区は､平成6年11月に旧縁区と旧港北区が再編成されて誕生した新しい区です｡もともとこの地域は奈良時代から昭和14年まで

いました｡

都
筑
･青
菜
･緑
･港
北
の
E
Z区
は
'
土
地
柄
が

大
変
似
て
い
ま
す
が
､
開
発
さ
れ
た
時
期
に
よ
っ
て

少
し
つ
つ
雰
囲
気
が
違
い
ま
す
o
私
は
'
鉄
道
に
な

ぞ
ら
え
る
と
'
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
分
か
る
こ
と
に

気
が
つ
き
ま
し
た
｡
緑
区
は
ーR
横
浜
線
が
通
っ
て
い

ま
す
｡
明
治
41
年
八
王
子
で
生
産
さ
れ
た
絹
製
品

を
貿
易
港
ま
で
輸
送
す
る
鉄
道
と
し
て
'
鶴
見
川

沿
い
の
ル
ー
ト
が
開
け
ま
し
た
｡
通
勤
用
に
活
用
さ

れ
た
の
は
比
較
約
日械
近
な
の
で
､
ま
だ
'
沿
線
に
は

昔
の
伝
統
や
緑
が
残
っ
て
い
ま
す
｡
現
在
の
港
北
区

は
再
編
成
に
よ
り
縮
小
さ
れ
'
東
急
東
横
線
の
沿

線
地
帯
と
な
-
昭
和
7
年
に
東
急
東
横
線
が
全

通
｡
日
吉
･綱
島
･大
倉
山
･菊
名
等
の
駅
前
を
中



仲町台に最近オープンしたレストラン

〆肇

心

に賑やかな
街
が

発展して
い
ま

す
O

そ

して管楽区
は
東

急田園
都
市

線
です｡昭和

41

年
'

恥の口･長津
田問が

開
通

し'丘陵地
に

美

し
い街が誕
生
し

ました
｡
た
ま
プ

ラ-ザ
･あ

ざ

み野
･青紫
台
等

には高級
住
宅
が

建ち並
び

東

京
か
ら大勢
の人

が引っ越
し
て
き
ま

した
｡

嬢
後
は都筑
区
で

す｡区内
を
横
浜

市営地
下

鉄

3号
線が拭
いて

います｡
平
成
6
年

'新横
浜

ボナージュ横浜 ｢新緑10,000歩｣
案内役の福富氏 (右側)

か

ら
あ
ざみ野
ま

で

延

伸
Lt｢港ヨコハマ

｣

が

ぐっと近-
な
り

ま

した｡

新

し
い鉄
道に

象
徴

さ

れる
ように

都
筑

区

は若
い区で

'
人
口

の

増
加
率は秋

沢
市

で

偉大
です｡

横

浜
市
の六大
事

業

の

一つ
である港
北

ニ

ュ

ータ
ウン事業
に
よ

介したよう
に､茅ヶ崎城･杉山神社･

早苗地蔵･大塚歳勝士道跡等､遠-

に行かな
くても歴史的に興味深い名

所を
たくさん発見しました｡そうし

てい
る内に地域に密着Lt自然環境

や歴史
･文化を大切にしている市民グ

ループに

出会ったのです｡

降った
雨
が流れ込む川の地域を

｢流
域｣と呼
びますが'都筑の丘周辺

はす
べF鳩見川流域です.鶴見川は'

昔は
､谷戸
(谷間のことを当地では谷

戸という

)の湧水(絞-水という)を集

めた
清流で

したが'大雨が降るとす

ぐ
洪
水に

なる暴れ川でもありまし

た｡急速な
都市化の中で'コンクリー

トと
フェンス
で囲まれた都市河川とな

って
しまい
ましたが'今でも貨重な空

間を
残し
'魚･鳥･植物などの自然が

息づいてい
ます｡

都筑民家園

り

､イン
フラの整
備

された
近
代

都

市

に生
まれ変わ
-

ました
｡
し
か

し
'

東
方･池辺
･大

熊等の
虚
業
専

用

地区
にみられ
る

ように
都
市
は

菜

も盛
んです.ま
た鶴見川

沿
い
の

平

野
には
'
殺新鋭

の技術
を
誇
る

工

業地衛
も発達

したバラ
ン
ス
の
と

れ

た街

です｡

都筑区の中央を流れる

早関川が'身近な自然の

残る憩いの川辺となるよ

うに'市民の有志がクリ

ーンアップや水環境調

査､歴史ツアー等をやり

ながら'行政とともに

｢いい川づ--｣を進めよ

地
域

活動へ
の
参
加

私
は
'港
北
ニュー
タ
ウ
ン
に
引
っ
越し
し
て
し
ば

ら
く
は
東
京
に

顔
を向
け
た
会
社

人間
の
生
活
を

萩
け
て
い
ま
し
た

が'そ
の
ま
ま
で

はい
わ
ゆ
る
｢横

浜
都
民
｣
に
な

ってし
ま
う
の
で
は

ない
か
と
反
省

し
ま
し
た
o
歴

史と地理
が
好
き

だった
私
は
'
五

年
程
前
か
ら
明

治
時代
の
地
図
を

片手
に
都
筑
の

丘
を
散
歩
し
始

めまし
た
｡
｢今
昔

物語
｣
で
ご
紹

ボランティア活動中の福官民

う

と
'5年前
か

らボランティア活動を始める

こ
と
に

なりま

したO私も当初から参加しま

し
た
が
主
婦
や
学

生ばか-でな-'定年退職

を
し
た

人や現
役

のサラリーマン族も参加す

る
よ
う

になっ
て
き

ました｡

都
筑

区に
は
'

このような市民の自主活動

グ
ル
ー
プ

が'環境

･文化･福祉等広い分野でび

っ
く
り

するほ
ど

た-さんあ-'活発に活動

し
て
い
ま

す｡ま

た'町内会や自治会の組織も

し
っ
か

-と
して

いて､お互いにネットワークづ く
り
を
組
み
な
が
ら
街
づ
-
-
に
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
O

詳
し
く
は
都
筑
区
役
所
の
生
涯
学
習
支
援
セ
ン

タ
ー
等
で
も
情
報
を
得
ら
れ
ま
す
｡

新

し

い
出
会

い

を
求

め
て

巌
近
の
都
筑
区
の
発
展
に
は
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
り
ま
す
｡
例
え
ば
､
私
が
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
来
た

頃
の
仲
町
台
駅
周
辺
は
何
も
な
い
草
原
で
し
た
｡

そ
れ
が
地
下
鉄
が
で
き
､
駅
前
が
賑
や
か
に
な
-
'

近
-
の
せ
せ
ら
ぎ
公
園
'せ
き
れ
い
の
道
に
続
く
緑

道
'
茅
ヶ
崎
公
園
等
'
あ
っ
と
い
う
間
に
整
備
さ
れ

ま
し
た
｡

し

か

し
'

い
く
ら
き
れ
い
な
街
が
で
き
で
も
'そ
こ

に
住
む
人
々
が
暮
ら
し
や
す
い
街
で
な
け
れ
ば
何

も
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
た
め
に
は
､
骨
が
で
き
る
範

囲
で
助
け
合
い
'街
を
良
-
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
す
｡
｢横
浜
丘
の
手
｣
な
か
ん
ず
-
｢都
筑
区
｣
は
'

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
高
い
す
は
ら
し

い
地
域
で
す
｡
昔
か
ら
住
ん
で
い
る
人
(実
は
そ
の

人
達
も
長
い
歴
史
の
中
で
新
し
-
移
っ
て
き
た
人

達
で
す
)
も
'
口枇
近
や
っ
て
き
た
人
も
新
し
い
I;
会

い
の
中
で
'
21
世
紀
に
向
か
っ
て
､
新
し
い
街
づ
く
り

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
溢
れ
て
い
ま
す
｡
皆
さ
ん
も
'自
分

た
ち
の
街
を
自
分
連
で
創
る
た
め
に
地
域
活
動
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
｡

E
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そ

の昔
､港
北ニ
ュー
タウ
ン
の
あ
た
り
は
'
な
だ
ら
か
な
丘
陵
や
谷
戸

に
開
墾
さ
れ
LJ水
田
､
そ
し
て
畑
が
ひ
ろ
が
る
横
浜
有
数
の
t
業
地
帯
で

し
た
｡
そ
の
農
村
も
､
昭
和
40
年
代
に
入
る
と
､
急
速
に
宅
地
化
が
進
み
､

乱
開
発
が
始
ま
り
託
し
LJ｡

横
浜
市
は
､無
計
画
な
住
宅
開
発
の
ス
プ
ロ
ー
ル
化
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
に
､
｢乱
開
発
の
防
止
｣
｢都
市
農
業
の
確
立
｣
r市
民
参
加
の
街
づ

く
り
｣
を
基
本
理
念
と
し
た
街
づ
く
り
を
計
画
し
､都
市
基
盤
整
備
公
団

(当
時
は
日
本
住
宅
公
団
､
そ
の
後
､住
宅
･都
市
整
備
公
団
か
ら
現
在
の

都
市
公
団
へ
改
組
)
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
'港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
事
業

に
書
手
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡

昭
和
49
年
､
｢施
工
面
柵
,-
3
1
7
h
a
､計
画
人
口
22
万
人
｣
の
街
づ
く

り
に
*
手
し
､
そ
の
後
.
経
済
や
社
会
の
環
境
が
変
化
す
る
中
で
､
｢住
宅

都
市
か
ら
多
機
能
横
合
的
な
街
づ
く
り
｣
を
基
本
理
念
に
加
え
､事
業
が

進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡

都
市
公
団
が
施
H
す
る
地
区
は
､
｢み
ど
り
の
環
境
を
最
大
限
保
存
す
る

街
づ
く
り
｣
｢∵
ふ
る
さ
と
"を
し
の
ば
せ
る
街
づ
く
り
｣
｢安
全
な
街
づ
く

り
｣
｢高
い
サ
ー
ビ
ス
が
得
ら

れ
る
街
づ
く
り
｣
と
い
う
4
つ
の
基
本
方
針
の

も
と
に
計
画
さ
れ
､街
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
｡

｢街
の
い
ま
｣

｢lゝ

rr

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ンに
は
公
園
を
は
じ
め
運
動
広
場
･校
庭
･緑
地
な
ど

の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
､保
存
緑
地
･文
化
財
･神
社
仏
閣
･屋
敷
林
･樹
木

林
な
ど
地
域
の
歴
史
や
貴
重
な
緑
の
資
源
を
体
系
的
に
連
続
さ
せ
た
緑

苧

歩
行
者
専
用
道
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
｢全
長
14
･
5
K
m
の
グ
リ
ー
ン
マ
ト
リ

ッ
ク
ス
｣
が
あ
り
､
計
画
さ
れ
た
住
宅
地
区
･商
業
地
区
と
相
ま
っ
て
快
適

な
住
環
境
と
緑
豊
か
な
街
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
｡
ま
た
､港
北
一lユ
ー
タ
ウ
ン

に
接
し
て
2
JE
a
の
農
業
専
用
地
区
を
設
け
ま
し
た
｡
こ
の
農
地
は
景
観
や
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防
災
と
い
っ
た
役
割
を
持
ち
､
｢都
市
農
業
｣
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
｡

公
園
や
住
宅
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､各
地
区
ご
と
･市
営
地
下
鉄
駅
ご
と

に
､毎
日
の
等
ら
し
に
身
近
で
便
利
な
商
店
街
が
あ
り
ま
す
O
そ
し
て
､地

下
鉄
セ
ン
タ
ー
両
駅
と
セ
ン
タ
ー
北
駅
の
周
辺
に
は
､デ
パ
ー
ト
､
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
､映
画
館
や
区
役
所
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
施
設
が
建
ち
並
ぶ

タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
､
｢横
浜
の
副
都
心
｣
と
し
て
発
展
し
続
け
て
い
ま

す
｡ま

た
'小
･中
学
校
･高
校
や
私
立
学
校
､大
学
な
ど
の
教
育
機
関
は
も

ち
ろ
ん
､
ふ
れ
あ
い
の
丘
温
水
プ
ー
ル
･運
動
施
設
'
横
浜
国
際
プ
ー
ル
な

ど
の
ス
ポ
ー
ツ
･レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
や
住
民
ど
う
し
の
交
流
の
場

｢地
区
セ
ン
タ
ー
｣
､高
齢
者
の
た
め
の
地
域
ケ
ア
プ
ラ
ザ
･訪
問
介
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
施
設
が
整
備
さ
れ
､
｢高
い
サ
ー
ビ
ス
が
得
ら
れ
る
街
づ
く

り
｣
を
実
現
し
て
い
る
の
で
す
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
は
､多
く
の
企
業
も
進
出
し
て
い
ま
す
C
住
環
境
と

調
和
し
た
研
究
所
や
研
修
所
が
ほ
と
ん
ど
で
､
外
資
系
企
業
が
多
い
の
も

特
長
で
す
｡
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
持
っ
た
街
の
姿
こ
そ
'活
力
の
あ
る
街
と
い

え
る
で
し
ょ
う
｡

｢街
の
未
来
｣

平
成
6
年
'都
筑
区
が
港
北
区
･緑
区
か
ら
分
区
し
て
'誕
生
し
ま
し
た
｡

乗
に
は
国
道
2-6
号
緑
･東
名
高
速
(横
浜
青
葉
イ
ン
タ
ー
)
､西
に
は
第
二
二界

漢
(都
筑
イ
ン
タ
ー
)が
位
置
し
､南
は
缶
見
川
､北
は
川
崎
市
と
接
し
て
い

ま
す
｡

平
成
8
年
に
は
､港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
事
業
(土
地
区
画
整
理
事
業
)

が
完
了
し
ま
し
た
(中
央
地
区
は
事
業
継
続
中
)｡
都
市
の
器
づ
く
り
が
完

了
し
た
の
で
す
｡

今
で
は
､
そ
こ
に
等
ら
す
人
々
､さ
ま
ざ
ま
な
企
業
や
施
設
に
働
く
人
々
､

訪

れ

る
人
々
'デ
パ
ー
ト
な
ど
で
シ
m
ツ
ピ
ン
ク
を
楽
し
む
人
々
､学
生
･子

と
も
た
ち
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
が
集
い
､行
き
交
い
､
賑
わ
う
姿
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
｡

優
れ
た
立
地
条
件
･交
通
ア
ク
セ
ス
と
自
然
環
境
､住
み
よ
さ
･暮
ら
し

や
す
さ
の
あ
ふ
れ
る
都
筑
区
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
､
こ
れ
か
ら
も
人
々
を

迎
え
入
れ
'集
い
'
そ
し
て
､進
化
し
て
い
き
ま
す
｡

仲町台駅前のプラネタリウム

三 並盛 ､か
8A-n中央公園のモニュメント



横浜市歴史博物長官大塚.歳勝土遺跡公園

新
し
く
つ
く
ら
れ
た
街
だ
か
ら
'

古
い
歴
史
や
文
化
な
ど
と
は

無
縁
だ
と
思
っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
｡

都
筑
区
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
'歴
史
と
文

化
に
あ
ふ
れ
る
街
で
す
｡
｢都
筑
｣
と
い
う
地

名
は
古
く
'
万
柴
集
の
中
に
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
｡
律
令
国
家
の
時
代
か
ら
昭
和
l

年
の
横
浜
市
編
入
ま
で
'
こ
の
辺
-
は
都
筑

郡
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
｡
｢
都
筑
｣
の
由

来
は
'
美
し
い
丘
陵
と
谷
戸
が
続
い
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
｢
つづ
き
｣
そ
し
て
｢都
筑
｣
と

な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡

都
筑
の
地
は
'
西
は
多
摩
丘
陵
'東
は
下

末
吉
台
地
に
つ
ら
な
る
丘
陵
地
帯
が
続
き
'

そ
れ
に
切
り
込
む
い
く
筋
も
の
谷
戸
に
は

湧
水
と
そ
れ
を
源
と
す
る
川
が
流
れ
'約
2

万
年
も
の
前
か
ら
人
々
の
生
活
が
営
ま
れ

て
い
ま
し
た
｡
舶
文
･弥
生
時
代
の
遺
跡
が

数
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
う
そ
の
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
C

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
事
業
に
よ
っ
て
'

2-8
カ
所
約
89
h
a
の
埋
蔵
文
化
財
が
発
見

さ
れ
'縄
文
時
代
の
佐
江
戸
遺
跡
'弥
生
時

代
中
期
の
大
塚
･歳
勝
土
追
跡
な
ど
が
歴

史
公
園
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
｡
佐
江

戸
第
2
追
跡
は
楕
円
形
で
'8
本
の
主
柱
穴

が
整
然
と
2
列
に
並
び
'壁
構
内
に
も
左
右

対
象
に
ピ
ッ
ト
が
配
さ
れ
た
他
に
例
の
な
い

も
の
で
す
o
ま
た
へ
大
塚
･歳
勝
土
遺
跡
は

環
濠
集
落
と
そ
こ
か
ら

1-0
m
ほ
ど
離
れ
た

墓
地
か
ら
な
っ
て
お
-
'
学
術
的
に
も
非
常

に
貴
重
な
も
の
で
す
｡
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら

発
掘
さ
れ
た
1
7
0
0
0
箱
に
お
よ
ぶ
土
器

な
ど
の
出
土
品
は
横
浜
市
ふ
る
さ
と
歴
史

財
団
(勝
田
町
)
や
概
浜
市
歴
史
博
物
館

(セ
ン
タ
ー
北
駅
近
-
)
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
｡律

令
時
代
に
は
郡
の
役
所
(江
田
駅
近

-
)
が
置
か
れ
'
苗
東
海
道
が
走
-
'
付
近

の
政
治
･経
済
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
ま
し

た
｡
中
世
に
な
る
と
関
東
か
ら
鎌
倉
へ
向
か

う
鎌
倉
街
道
が
通
-
'茅
ヶ
崎
城
を
は
じ
め

と
す
る
城
が
築
か
れ
て
い
ま
す
｡

近
世
に
は
中
原
街
道
'
大
山
街
道
な
ど

の
街
道
を
人
々
が
行
き
交
う
よ
う
に
な

り
'
大
山
街
道
の
一
部
が
中
川
に
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
｡
明
治
時
代
の
都
筑
郡
に
は
12

の
村
が
あ
-
､
川
和
町
に
郡
役
所
が
置
か

れ
ま
し
た
｡
現
在
の
都
筑
区
は
､
そ
の
内
の

4
つ
の
村
(中
川
村
'都
田
村
と
山
内
村
･新

田
村
の
一
部
)
か
ら
な
り
ま
す
｡
そ
し
て
谷

戸
ご
と
に
集
落
が
点
在
し
､
そ
こ
に
住
む

人
々
は
丘
や
谷
戸
の
自
然
の
恩
恵
を
存
分

に
受
け
て
､
暮
ら

し
を
営
ん
で
い
ま

し
た
｡

集
落
に
は
､
鎖

守
の
社
や
お
寺
が

あ
り
'
そ
れ
ら
の

信
仰
が
さ
ま
ざ

工事中は移動された
｢いぽ とり地蔵｣



ま
な
風
習
を
つ
く
-
'
多
く
の
伝
統
文
化

を
育
み
ま
し
た
｡
富
士
信
仰
が
盛
ん
で
'
そ

の
信
仰
の
対
象
と
し
て
富
士
塚
も
作
ら
れ

ま
し
た
｡
山
田
富
士
を
は
じ
め
3
か
所
の

富
士
塚
が
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
残
さ
れ
て

い
ま
す
｡

閑
雅
が
始
ま
る
前
の
こ
の
あ
た
り
は
'
日

本
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
田
園
風
崇
と
同
じ

よ
う
な
も
の
で
し
た
｡
村
々
の
神
社
の
お
祭

-
'
四
季
折
々
の
催
し
物
や
伝
統
芸
能
な

ど
も
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し
た
.
1
万
､
城

後
の
高
度
経
済
成
長
'
大
都
市
の
巨
大
化

と
過
密
化
は
'横
浜
市
に
お
い
て
も
同
様
で
'現在の山田官士

昭
和
30
年
の
川
万
人
か
ら
昭
和
40
年
に
は

1-9万
人
に
と
人
口
が
急
増
し
'
既
成
市
街

地
の
過
密
化
と
周
辺
の
段
地
や
丘
陵
の
乱

開
発
を
も
た
ら
し
'
生
活
環
境
の
悪
化
が

急
速
に
進
み
始
め
ま
し
た
｡

こ
う
し
た
状
況
が
'
こ
の
農
村
地
帯
に
も

現
れ
た
の
で
す
｡
粘
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
'こ
の

乱
開
発
に
対
し
て
t
.緑
の
環
境
東
根
大
限
に

保
存
す
る
〟
〝ふ
る
さ
と
を
し
の
ば
せ
る
〟街

づ
く
り
と
し

て
'
計
画
さ
れ
'事
業
が
始
め

ら
れ
た
の
で
す
O
今
で
は
'都
筑
民
家
園
(セ

ン
タ
ー
北
駅
)
'せ
せ
ら
ぎ
公
園
古
民
家
(仲

町
台
駅
)
に
旧
家
や
=3
家
が
保
存
さ
れ
'昔

の
風
習
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

栗
原
満
直
さ
ん
が
主
宰
す
る
東
山
田
郷

土
資
料
館
に
は
'港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
が
誕
生

す
る
前
の
民
具
や
古
文
=n
t出
機
具
'
生
活

用
具
な
ど
5
0
0
0
点
が
収
集
さ
れ
､
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
｡
柴
原
さ
ん
は
｢港
北
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
の
開
発
が
始
ま
っ
て
､古
い
生
活
用
品

語 頭 莞

正月飾りを撚紗 そも
の火で餅やEZ]子を焼い

て食べて､l年間の無

病息災を願いますO

､I,F .

花龍の舞

9月20E]の池辺町杉山神社秋祭りの神輿を先

秩

申する｢花蔭の舞｣は撃退です｡

や
腿
機
具
な
ど
を
処
分
し
て
い
る
場

面
に
出
会
い
'
古
い
も
の
が
ど
ん
ど
ん

失
わ
れ
て
し
ま
う
'
失
っ
た
ら
も
う

戻
ら
な
い
と
思
っ
て
'
こ
れ
ら
を
g:ilい

受
け
'収
集
し
て
き
ま
し
た
｡
皆
さ
ん

に
こ
の
辺
り
の
昔
の
暮
ら
し
を
知
っ
て

も
ら
い
た
い
し
'
古
い
も
の
の
良
さ
を

感
じ
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
｡
そ
し
て

次
の
世
代
に
伝
え
て
い
き
た
い
で
す

ね
｡
｣
と
話
し
て
い
ま
す
｡

る

虫送り

7月の土用の日に行われます｡稲につく

害虫を追い払うための行革で､夕方お

おぜいの人がたいまつ を持ち.お曜子

に｢よ-い､よい｣と声を合わせながら､
EE]んばの周囲を回ります｡戦前は各地

で行われたものでt南山EBと川和で復

活しました｡夕容れの秀明かりのなかに

ゆれるた いまつの炎とお磯子のもの悲

しい調べが幻想の世界に誘います｡

四 季 を 影

花繁り

4月8E]に行われる山田富士公園の花祭り

E] j 'き



測
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
街
の
自
然
は
'

術
と
の
よ
う
な
も
の
だ
と
お
思
い
で
す
か
｡

や
は
り
｢作
り
も
の
の
自
然
｣
で
は
な
い

田中季長さん

獲
-
が
で
き
た
ん
で
す
｡
そ
こ
こ
こ
に
茶
畑

も
あ
っ
て
'自
分
の
家
で
飲
む
お
茶
は
自
家

製
で
し
た
ね
｡
周
囲
は
雑
木
林
｡

叫早
そ
れ
は
'港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
が
〝ふ
る
さ
と
〟を

し
の
ぼ
せ
'み
ど
り
を
最
大
限
保
存
す
る
･･･

-
自
然
と
の
調
和
を
テ
ー
マ
と
し
て
作
ら
れ

た
､計
画
さ
れ
た
街
だ
か
ら
で
す
｡

昔
､
人
々
の
暮
ら
し
は
'自
然
と
と
も
に

あ
り
ま
し
た
｡
現
代
に
お
い
て
も
人
々
は
自

純
然
と
と
も
に
あ
る
暮
ら
し
を
求
め
て
い
ま

か
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
｡

｢港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
良
さ
は
自
然

が
==且か
な
こ
と
｣
と
'こ
の
街
で
暮
ら
す

ィ

=
人
々
は
声
を
そ
ろ
え
て
言
わ
れ
ま
す
｡

同

朋
旧

タ
ヌ
キ
や
イ
タ
チ
'
野
ウ
サ
ギ

も
棲
ん
で
い
た
ん
で
す
よ
｡｣
と

話
さ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
う
し
た
自
然
を
活
か
し
た
街
づ

せせらぎ公園の睡蓮

す
｡
か
つ
て
こ
の
辺
り
は
'雑
木
林
と
竹
林
に

校
わ
れ
た
丘
陵
地
帯
と
丘
陵
に
切
れ
込
ん

だ
谷
(谷
戸
)で
､谷
戸
の
至
る
と
こ
ろ
に
湧

き
水
が
あ
り
､そ
の
湧
き
水
は
池
や
沼
や
幾

筋
か
の
小
川
と
な
り
'早
捌
川
･鶴
見
川
に

注
い
で
い
ま
し
た
｡
こ
れ
ら
水
辺
は
多
く
の

生
き
物
の
生
息
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
'

人
々
の
暮
ら
し
の
場
で
し
た
O
人
々
は
雑
木

林
や
竹
林
'谷
戸
に
開
け
た
田
畑
で
の
農
業

に
よ
る
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
ま
し
た
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
茅
ヶ
崎
東
に
生
ま
れ

育
ち
'い
ま
も

そ
こ
で
ス
ー
パ
ー
三
越
な
ど
を

営
ん
で
お
ら
れ
る
田
中
孝
長
さ
ん
(仲
町
台

商
業
振
興
会
会
長
)
は
｢子
ど
も
の
頃
'
こ

の
辺
-
は
水
田
や
畑
の
あ
る
谷
戸
で
'家
の

く
り
の
試
み
｡
そ
れ
を
実
現
し
た
の
が
｢グ

リ
ー
ン
マ
-
リ
ッ
ク
ス
シ
ス
テ
ム
｣
で
す
｡

｢グ

リ
ー
ン
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
シ
ス
テ
ム
｣
は
'公
園
を

始
め
'運
動
広
場
･校
庭
･緑
地
な
ど
の
オ
ー

プ
ン
ス
ペ
ー
ス
'
文
化
財
･保
存
緑
地
･神
社

仏
閣
･屋
敷
林
･樹
林
地
な
ど
'歴
史
を
保

つ
貴
重
な
緑
の
資
源
を
'
歩
行
者
専
用
道

路
･緑
道
で
結
び
つ
け
な
が
ら
体
系
化
L
t

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が
で
き
る
仕
組
み
と

な
っ
て
い
ま
す
｡

公
園
の
約
半

分
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
の
開
発
以
前

か
ら
あ
る
地
形

や
植
生
を
活
か

し
ま
し
た
｡
緑

道
は
谷
戸
の
競

観
を
残
し
'斜
面
緑

地

を

括
か
す
な
ど
の
工

夫
が
な
さ
れ
'
せ
せ
ら
ぎ
を
設
け
'
緑
と
水

が

一
体
化
し
た
豊
か
な
自
然
空
間
を
つ
-

り
出
し
て
い
ま
す
｡
こ
の
緑
道
や
歩
行
者
専

用
道
路
の
総
延
長
は
1-
･
5
K

m
に
及
ん
で
い

ま
す
｡



例
え
ば
'
市
営
地
下
鉄
仲
町
台

駅
近
く
の
｢
せ
せ
ら
ぎ
公
園
｣

(特
に
初
夏
の
睡
逃
が
み
ご
と
)

を
起
点
に
緑
道
を
し
ば
ら
-
歩

く
と
｢
茅
ヶ
崎
公
園
｣
｡
こ
こ
に
は
豊
か

な
水
量
の
御
手
洗
池
の
湧
水
が
あ
-
､せ
せ

ら
ぎ
と
な
っ
て
｢せ
せ
ら
ぎ
公
園
｣
へ
-
-
と

い
う
具
合
で
す
｡

せ
せ
ら
ぎ
公
園
の
中
に
あ
る
｢古
民
家
｣

の
館
長
新
田
弘
子
さ
ん
は
'
港
北
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
の
自
然
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
こ
う
話
し
て

い
ま
す
｡
｢せ
せ
ら
ぎ
公
園
r古
民
家
l
の
周

辺
に
は
四
季
折
々
楽
し
め
る
も
の
が
た
-

さ
ん
あ
-
ま
す
｡
春
は
野
草
の
宝
価
｡
さ
ま

l

l
ノ1

.1

ー

p

-

■ヽ

秩

香
牛ケ谷公園の桜

｢新 生 ｣周囲の経木林が一斉に芽吹きます｡

緑の季節t花々も豊かな彩を添えます｡

東山田帯土資料館

さざんか､梅の花などが早くも花を咲bl

ざ
ま
な
食
べ
ら
れ
る
植
物
を
摘
ん
で
て

ん
ぷ
ら
に
し
た
り
'
お
ひ
た
し
に
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
れ

か
ら
竹
の
子
も
ニ
ョ
キ
ニ
ョ
キ
｡
夏
は

生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
と
同
時
に

周
辺
に
虚
業
専
用
地
区
が
設
け
ら
れ
'都

市
虚
業
が
誕
生
し

ま
し
た
Oそ
れ
は
こ
の
街

に
暮
ら
す
人
々
に

と
って
〝ふ
る
さ
と
"を

し

セ
ミ
の
声
が
う
る
さ
い
ほ
ど
｡
カ
ブ
ト
ム
シ
を

探
す
こ
と
も
で
き
ま
す
｡
秋
に
な
れ
ば
キ
ノ

コ
が
顔
を
出
し
ま
す
｡
古
民
家
で
は
こ
れ
ら

の
自
然
の
恵
み
を
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
に

取
-
入
れ
て
皆
さ
ん
に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
｡

都
会
の
中
と
は
思
え
な
い
田
舎
体
験
の
で

き
る
す
ぼ
ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
よ
｣｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
も
う

一
つ
の

自
然
'

そ
れ
は
虚
業
で
す
.
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
建
設
に

伴
っ
て
､
そ
れ
ま
で
の
農

地
が
新
し
い
街
に

の
ぼ
せ
る
風
景
で

す
｡
ま
た
毎
日
曜

日

｢
地
元
で
と
れ

た
=;
X
産
物
で
い
っ

ぱ
い
の
ふ
れ
あ
い

朝
市

(都
筑
ふ
れ

あ
い
の
丘
)
｣
な
ど

も
催
さ
れ
､
住
民

の
方

々
で
賑
わ
っ

て
い
ま
す
｡

農薬専用地 都筑 ｢区の木｣
里山の木ヤマモミジ.ヤマサクラ.コナラ.シテ
人里の木さるすべり.モクセイ､ウメ28
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港 北 ニ ュ ー -

集 う 人 に

新幹線･新横浜駅

センター北駅前広場

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
い
う
と
'
ど
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
を
抱
か
れ
る
の
し
ょ
う
か
O

｢ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
｣
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で

し
ょ
う
か
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
'
｢住
宅
都
市
｣
､
｢ベ

ッ
ド
タ
ウ
ン
｣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

｢み
ど
り
の
環
境
を
最
大
限
保
存
｣
L
t

｢
ふ
る
さ
と
を
し
の
ば
せ
る
｣
､
｢
安
全
｣
で

｢高
い
サ
ー
ビ
ス
が
得
ら
れ
る
｣
街
と
し
て
'

商
業
'業
務
'
文
化
'
ス
ポ
ー
ツ
･レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
･医
療
･福
祉
等
の
施
設
が
集
積
す

る
｢多
機
能
複
合
都
市
｣
と
し
て
計
画
さ
れ
'

街
づ
-
-
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡

タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
地
区
･中
央
地
区
は
計

画
総
面
積
9-
･
5
h
a
｡
新
宿
副
都
心
を
し
の
ぐ

規
模
で
'
横
浜
の
副
都
心
'老
若
男
女
さ
ま

ざ
ま
な
世
代
が
集
う
街
と
し
て
'
着
々
と

事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
｡

ま
た
'
古
く
か
ら
の
自
然
や
文
化
･歴
史

を
活
か
し
'
そ
し
て
現
代
を
融
合
さ
せ
'
未

来
へ
引
き
継
が
れ
る
街
と
し
て
計
画
さ
れ
て

い
る
の
で
す
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
交
通

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は

'西
側
に
東
急
田
園

都
市
線
と
国
道
2
4
6
号
線
'
東
名
高
速

(横
浜
青
葉
イ
ン
タ
ー
)
が
'東
側
に
は
東
京

と
横
浜
を
結
ぶ
第
三
京
浜
(都
筑
イ
ン
タ
ー
)

が
'
南
側
に
は
I
R
横
浜
線
が
走
っ
て
い
ま

す
｡
ま
た
､
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
を
横
浜
市
営
地

下
鉄
が
走
っ
て
い
ま
す
｡
横
浜
市
中
心
部
か

ら
新
幹
線
新
横
浜
駅
を
経
て
､
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン



クリーンマトリノクスの下を走る幹線道路

∴ 廿/7 1

内
の
4
つ
の
駅
(仲
町
台
､
セ
ン
タ
ー
南
､
セ

ン
タ
ー
北
'中
川
)
を
結
び
'東
急
田
園
都
市

線
あ
ざ
み
野
駅
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
｡
さ

ら
に
東
急
東
横
線
日
吉
駅
か
ら
港
北
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
を
抜
け
'
1
R
横
浜
線
中
山
駅
へ
つ

な
が
る
も
う

一
つ
の
鉄
道
計
画
が
あ
-
ま

す
｡
こ
の
計
画
で
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
に
セ
ン

タ
ー
北
駅
･セ
ン
タ
ー
南
駅
で
2
路
線
が
並

行
し
'
北
山
田
と
葛
が
谷
に
新
駅
･駅
前
広

場
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
恵
ま
れ
た
交
通
条
件
･立
地

に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
'
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内

に
は
東
西
に
3
本
'南
北
に
5
本
の
都
市
計

山田禽士を型どった横断陸括

画
道
路
･幹
線
道
路
が
あ
り
'国
道
や
高
速

道
路
'
都
心
部
な
ど
と
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で

き
る
の
で
す
｡

バ
ス
路
線
も
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
外
に
張
り
め

ぐ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
｡
市
骨
地
下
鉄
各
駅
･

各
地
区
と
東
急
田
園
都
市
線
の
近
隣
の
駅

を
は
じ
め
､横
浜
線
中
山
駅
な
ど
の
1
R
駅

や
東
急
東
横
線
綱
島
駅
を
結
ん
で
い
ま
す
.

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
の
ア
ク
セ
ス
は
'幅
9
m
と

6
m
の
区
画
道
路
が
設
け
ら
れ
'幹
線
道
路

か
ら
通
過
す
る
車
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う

に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
､
歩
行
者
専

用
道
路
が
設
け
ら
れ
て
お
り
'学
校
や
公
園
'

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ゾ
ー
ン
や
バ
ス
停
･駅
な
ど
と
住

宅
地
を
結
び
へ
安
全
で
快
適
な
｢歩
行
者
生

活
軸
空
間
｣
を
確
保
し
て
い
ま
す
｡

30



タウンセンター

の
｢
5
カ
年
計
画
｣
の
重
点
的
な
施
策
の

ひ
と
つ
と
し
て
'
こ
の
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
を

横
浜
市
の
都
市
機
能
を
補
完
す
る
副

都
心
と
し
て
位
置
付
け
'
街
づ
-
-
を

推
進
す
る
と
し
て
い
ま
す
｡

さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
行
き
交
う
街
と

タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
中
心
は
'
セ
ン
タ
ー

南
駅
･セ
ン
タ
ー
北
駅
を
中
心
に
広
が
る
タ

ウ
ン
セ
ン
タ
ー
｡
現
在
､
こ
れ
ら
南
北
の
タ
ウ

ン
セ
ン
タ
I
を
結
ぶ
中
央
地
区
の
知
殻
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
と
中
央
地
区
は
'港

北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
み
な

ら
ず
'
横
浜
の
副
都
心
'
さ
ら
に
は
首
都
圏

域
ま
で
視
野
に
入
れ
た
広
域
拠
点
と
し
て
'

行
政
'
商
業
'
業
務
'
文
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
横
能
の
複
合
的
な
集
積
が
図
ら
れ
る
街

へ
と
変
貌
を
続
け
て
い
ま
す
｡

横
浜
市
の
｢ゆ
め
は
ま
刑
プ

ラ
ン
ー
新
開

国
都
市
宣
言
｣
に
は
､
横
浜
市
の
街
づ
く
-

の
理
念
や
目
標
を
示
し
た
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
と

具
体
的
な
事
業
の
内
容
･計
画
が
掲
げ
ら

れ
て
い
ま
す
が
'
肝
年
度
か
ら
弧
年
度
ま
で

し
て
'知
的
･文
化
的
消
費
を
支
え
る
生
活

文
化
拠
点
･情
報
発
信
の
街
と
し
て
'
そ
し

て
横
浜
市
の
｢業
務
施
設
集
戟
地
区
｣
指

定
に
よ
る
企
業
の
活
動
の
場
と
し
て
'
タ
ウ

ン
セ
ン
タ
ー
は
着
実
に
発
展
･進
化
し
て
い

ま
す
｡

現
在
'
セ
ン
タ
ー
南
駅
周
辺
に
は
'
都
筑

区
総
合
庁
舎
は
じ
め
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
施

設
が
集
中
し
て
い
ま
す
｡
ま
た
'
駅
前
に
は

東
急
デ
パ
ー
ト
を
中
心
と
し
た
78
の
専
門

店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
が
入
る
港
北
東
急
百

貨
店
S
.O
.が
あ
り
'
そ
の
5
-
6
階
に
は

7
つ
の
映
画
館
(シ
ネ
マ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
)
が

あ
る
ほ
か
'
大
型
電
器
店
や
書
店
'
ア
ス
レ

テ
ィ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
そ
の
他
大
型
店
が
な
ど
が

軒
を
並
べ
て
い
ま
す
｡
駅
前
に
あ
る
野
外
ス

テ
ー
ジ
｢す
き
っ
ぷ
広
場
｣
で
は
'音
楽
会
や

演
劇
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
｡

セ
ン
タ
ー
北
駅
前
に
は
'
駅
と
直
結
し
て

生
活
便
利
銀

｢シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
タ
ウ
ン
あ
い
た

い
｣
が
あ
り
'
銀
行
'
ス
ー
パ
ー
を
は
じ
め
ベ

ー
カ
リ
ー
､
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
や
ボ
ウ
リ
ン

グ
場
な
ど
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
が
揃
い
'

家
族
で
楽
し
め
る
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
ま

す
｡ま

た
'
大
き
な
観
光
串
が
ひ
と
き
わ
目

を
引
く
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
｢モ
ザ

イ
ク
モ
ー
ル
港
北
｣
が
オ
ー
プ
ン
｡
阪
急
百
貨

店
を
キ
ー
テ
ナ
ン
ー
と
し
て
､84
の
専
門
店

と
22
の
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
1-6
の
店

舗
が
揃
う



タウンセンター
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
｢自

然
に
親
し
み
'
自
然
の
大
切
さ
を
知
り
'
自

然
の
豊
か
さ
を
楽
し
む
｣
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
提
供
し
'
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ミ
リ
I
屑
か
ら
シ
ニ

ア
カ
ッ
プ
ル
な
ど
成
熟
世
代
屑
ま
で
､
郊
外

に
住
み
な
が
ら
都
会
的
な
感
覚
を
も
っ
た

人
々
の
多
彩
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
モ
ー
ル
で
す
.

モ
ザ
イ
ク
モ
ー
ル
港
北
･都
筑
阪
急
が
'節

-
次
商
圏
を
｢3
血
四
･ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
｣
'

第
2
次
商
圏
を
｢7
B
圏
･串
で
30
分
の
周

辺
エ
リ
ア
｣
と
し
て
横
浜
市
の
北
部
全
域
と

川
崎
市
を
含
ん
だ
広
い
エ
リ
ア
を
想
定
し
て

い
る
よ
う
に
へタ
ウ
ン
セ
ン
タ
I
は
広
汎
な
地

域
の
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
が
典
い
'行
き
交
い
'

賑
わ
う
街
と
し
て
'
羽
ば
た
い
て
い
る
の
で

す
｡駅

前
セ
ン
タ
ー
と

近
隣
セ
ン
タ
ー

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
は
､
市
営
地
下
鉄

仲
町
台
駅
と
中
川
駅
そ
し
て
鉄
道
計
画
に

あ
る
｢
北
山
田
｣
地
区
と
｢葛
が
丘
｣
地
区

の
新
駅
､
合
計
4
カ
所
の
駅
前
セ
ン
タ
ー
と

呼
ば
れ
る
商
業
ゾ
ー
ン
と
'6
カ
所
(茅
ヶ
崎
'

佐
江
戸
､
江
田
'
新
吉
田
､東
山
田
､
牛
久

保
)
の
近
隣
セ
ン
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
エ
リ
ア
が

あ
り
ま
す
｡

駅
前
セ
ン
タ
I
は
駅
を
利
用
す
る
人
々

の
居
住
圏
を
対
象
と
し
て
'
日
常
的
な
サ

-
ビ
ス
や
生
活
用
品
を
提
供
す
る
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
ゾ
ー
ン
で
'そ
れ
ぞ
れ
駅
前
広
場
と
モ
ニ

ュ
メ
ン
ト
を
中
心
に
'
特
色
あ
る
商
店
街
づ

く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
｡
例
え
ば
'
仲

町
台
駅
前
セ
ン
タ
ー
は
宇
宙
が
テ
ー
マ
｡
地

下
鉄
高
架
下
に
は
星
空
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
と
霧
噴
水
が
設
け
ら
れ

て
お
り
'
駅
前
広
場
を
中
心
に
商
店
街
が

広
が
っ
て
い
ま
す
｡
こ
の
街
づ
-
-
の
テ
ー
マ

は
緑
に
恵
ま
れ
た
環
境
を
生
か
し
た

｢自

然
と
人
間
｣
｡
そ
し
て
｢ネ
オ
ク
ラ
シ
ッ
ク
｣

を
デ
ザ
イ
ン
テ
ー
マ
に
'
｢花
｣
を
ふ
れ
あ
い
テ

ー
マ
に
t
と
い
う
よ
う
に
お
し
ゃ
れ
な
街
並

み
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
｡

近
隣
セ
ン
タ
ー
は
晦
日
の
暮
ら
し
を
カ
バ

ー
す
る
､
も
っ
と
も
身
近
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
エ

リ
ア
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ン
タ
ー
が
特
徴
的
な

街
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
｡
例
え
ば
､
茅
ヶ
崎

の
近
隣
セ
ン
タ
ー
は
幹
線
道
路
に
接
し
て
い

る
こ
と
と
緑
豊
か
な
環
境
を
生
か
し
て
'

｢
マ
ー
ケ
ッ
ト
タ
ウ
ン
｣
を
街
づ
く
-
テ
ー
マ
'

｢ア
ー
リ
ー
モ
ダ
ン
｣
を
デ
ザ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し

て
t
よ
り
広
い
商
圏
を
背
景
と
し
た
セ
ン
タ

I
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
｡

Iコ



ロ
ー
ド
サ
イ
ド
･

シ
ョ
ッ
プ

各
セ
ン
タ
ー
以
外
に
､
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
を

東
西
あ
る
い
は
南
北
に
走
る
主
要
幹
線
道

路
沿
い
に
は
'ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
専
門
店
や
周
辺

最
大
規
模
を
誇
る
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
'モ
デ
ル
ハ

ウ
ス
や
住
関
連
シ
ョ
ッ
プ
の
｢ハ
ウ
ス
ク
エ
ア
横

浜
｣
'お
も
ち
ゃ
な
ど
を
揃
え
る
子
供
用
品

専
門
店
｢ス
ー
パ
ー
キ
ッ
ズ
ワ
ー
ル
ド
｣
な
ど

大
型
の
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
が
品
揃
え
の

豊
か
さ
と
低
価
格
を
競
っ
て
い
る
ほ
か
､
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
'
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン

や
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
フ
ァ
ー
ス
ト

フ
ー
ド
店
tD
I
Y
､自
動
車
デ
ィ
ー
ラ
ー
な

ど
が
建
ち
並
ん
で
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
な
大
型
店
だ
け
で
は
あ
-
ま
せ

ん
｡プ
テ
ッ
ィ
ク
や
ベ
ー
カ
リ
ー
'各
種
専
門
店

や
レ
ス
ト
ラ
ン
'
シ
ッ
ク
で
お
し
ゃ
れ
､
ハ
イ
セ

ン
ス
な
シ
ョ
ッ
プ
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
た
-
さ

ん
あ
り
'暮
ら
し
に
潤
い
と
彩
り
を
添
え
て

い
ま
す
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ョ

ッ
プ
は
'ハ
イ
セ
ン
ス
で
お
し
ゃ
れ
な
雰
囲
気

と
庶
民
的
な
寡
聞
気
を
光
ね
備
え
て
お
り
'

気
軽
に
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

ま
す
｡

行
政
サ
ー
ビ
ス
施
設

市
営
地
下
鉄
セ
ン
タ
ー
南
駅
周
辺
に
は
､

都
筑
区
の
行
政
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
'各
種

行
政
機
関
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
｡
都
筑
区
総

合
庁
舎
は
区
役
所
の
窓
口
の
ほ
か
に
消
防

署
も
併
設
｡
ま
た
'公
会
堂
'展
示
場
'図
書

館
な
ど
も
あ
-
'多
-
の
人
々
に
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
｡

都
筑
'
仲
町
台
'
中
川
西
'
北
山
田
に
は

｢地
区
セ
ン
タ
ー
｣
が
あ
-
ま
す
｡
地
区
セ
ン

タ
ー
は
'市
民
の
交
流
の
場
と
し
て
'
会
議

室
や
体
育
コ
ー
ナ
ー
'
工
芸
室
'音
楽
室
'図

書
コ
ー
ナ
ー
な
ど
を
備
え
'各
種
講
習
会
や

サ
ー
ク
ル
の
集
ま
り
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
｡

教
育
機
関
と
し
て
､
幼
稚
園
'
小
学
校
へ

中
学
校
'高
校
の
ほ
か
に
'
二
つ
の
大
学
が
あ

血 ､･野-ご
都筑区総合庁舎 仲町台地区センター



り
ま
す
｡
特
に
'
東
京
･横
浜
ド
イ
ツ
学
園

は
国
際
性
に
富
ん
だ
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
を

象
徴
す
る
学
校
で
す
｡

健
康
と
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
'
ス
ポ
ー
ツ
の
た
め

の
施
設
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
.
国
際
鋭

技
も
可
能
な
｢横
浜
国
際
プ
ー
ル
｣
､ご
み
処

理
工
場
の
余
熱
を
利
用
し
た
｢都
筑
ふ
れ

あ
い
の
丘
温
水
プ
ー
ル
｣
'
多
目
的
運
動
広

場
の
ほ
か
'
少
年
野
球
場
や
ス
ポ
ー
ツ
会
館

な
ど
が
あ
り
ま
す
｡

ま
た
'
保
育
園
を
は
じ
め
障
害
者
保
養

研
修
セ
ン
タ
ー
､
北
部
地
域
療
育
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
福
祉
施
設
や
病
院
･診
療
所
も
多

数
あ
-
'セ
ン
タ
ー
南
駅
そ
ば
に
は
昭
和
医

大
横
浜
北
部
病
院
が
建
設
中
で
す
｡

シ
ニ
ア
世
代
の
た
め
の
施
設
'
ケ
ア
施
設

も
充
実
し
て
い
ま
す
｡
都
筑
ふ
れ
あ
い
の
丘

の
老
人
福
祉
セ
ン
タ
I
つ
づ
き
緑
寿
誰
や
'特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
･中
川
の
里
'地
域
ケ

ア
プ
ラ
ザ
な
ど
が
あ
り
､シ
ニ
ア
世
代
の
生
活

を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
お
り
､
シ
ニ
ア

世
代
の
暮
ら
し
を
応
接
し
て
い
ま
す
.

こ
の
よ
う
に
多
種
多
彩
な
施
設
と
サ
ー

ビ
ス
が
あ
り
'
子
ど
も
か
ら
シ
ニ
ア
世
代
ま

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
街
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

企

業
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
〝住
〟だ
け
の
街
で
は

あ
-
ま
せ
ん
｡
多
機
能
複
合
都
市
と
し
て
'

企
業
も
街
づ
く
り
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
｡

こ
の
街
の
優
れ
た
立
地
条
件
･現
境
を
生

か
し
て
､
情
報
産
業
'
デ
ザ
イ
ン
産
業
な
ど

の
先
端
技
術
産
業
､
外
資
系
企
業
が
多
数

進
出
し
て
い
ま
す
｡
そ
れ
ら
は
周
囲
の
居
住

環
境
と
調
和
し
た
研
究
所
や
研
修
所
'
事

務
所
な
ど
の
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
O

そ
し
て
､事
業
所
内
の
施
設
や
故
地
を
関

放
し
た
り
､
市
民
参
加
の
行
事
や
催
し
を

支
援
す
る
ほ
か
'
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
メ
セ
ナ

を
展
開
す
る
企
業
も
あ
-
､
積
極
的
に
こ
の

街
に
暮
ら
す
人
々
t
は
た
ら
く
人
々
と
の
共

存
を
図
っ
て
い
ま
す
｡

El



人と人

港北ニュー
交流し､いき

生涯学習支援センターで
打 ち合わせするボランティアグループ古民家 ･夏休みぞうりあみ教室

人
々
の
〝
暮

ら
し
"が
あ
っ
て
こ
そ

街
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

こ
の
街
は
'
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
が
で
き
る

前
か
ら
暮
ら
し
て
い
る
人
'
新
し
い
街
に
移

り
住
ん
で
き
た
人
が
と
も
に
暮
ら
す
街
で

す
｡
人
と
人
が
い
き
い
き
と
暮
ら
す
街
t
は

た
ら
き
'
学
び
'
交
流
す
る
街
｡
港
北
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
は
そ
ん
な
街
へ
と
成
長
し
て
い
ま
す
｡

都
筑
区
民
の
平
均
年
齢
は
約
35
歳
｡
横

浜
市
で
最
も
若
い
街
で
'若
い
世
代
ど
う
L

や
シ
ニ
ア
世
代
ど
う
し
の
'
ま
た
世
代
を
こ

え
て
'
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ク
ル
･交
流
の
場

が
生
ま
れ
て
い
ま
す
｡

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
の
ひ
と

つ
r
早
測
川
を

か
な
で
る
会
｣

世
話
人
代
表

で
r今
昔
物
語
｣

の
筆
者
で
も
あ

る
福
富
洋

一

郎
さ
ん
は
｢
都

きれいな街づくり｢さわやか運動｣

筑
区
に
は
テ
ー
マ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
呼
ば
れ

る
環
境
'福
祉
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や

音
楽
･文
化
'
趣
味
の
活
動
を
し
て
い
る
団

体
が
洲
団
体
以
上
あ
-
ま
す
O
区
役
所
の



生
涯
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
る

と
親
切
に
相
談
に
の
っ
て
く
れ
ま
す
｡
区
の

地
区
セ
ン
タ
I
に
も
サ
ー
ク
ル
･グ
ル
ー
プ
が

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
か
ら
'
ち
ょ
っ
と
踏
み
出

せ
ば
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
｣
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
｡

ま
た
､市
民
参
加
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
上
演
や

コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
に

た
ず
さ
わ
る
r都
筑
ク
ラ
ブ
｣
会
長
の
山
田

美
千
子
さ
ん
は
'
｢骨
で
イ
ベ
ン
ト
を
し
て
い

る
と
'自
然
と
世
代
間
の
交
流
が
で
き
ま
す
｡

い
い
人
が
い
て
い
い
街
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
O
い
き
い
き
し
た
素
敵
な
シ
ニ
ア
陛
代
が

多
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
'
若
い
人
達
も

自
分
達
も
あ
ん
な
ふ
う
に
オ
シ
ャ
レ
に
生
き

た
い
と
思
う
で
し
ょ
う
か
ら
｡
ひ
と
り
ひ
と

-
が
輝
け
る
街
づ
く
-
を
目
指
し
'未
来
に

何
か
を
托
せ
る
､
そ
ん
な
活
動
を
し
て
い
き

た
い
｣
と
語
っ
て
い
ま
す
｡

仲
町
台
商
業
振
興
会
会
長
の
田
中
孝
長

さ
ん
は
｢
住
ん
で
い
る
人
が
互
い
に
気
軽
に

声
を
掛
け
合
う
雰
囲
気
を
み
ん
な
で
つ
く
っ

て
い
き
た
い
｡
振
興
会
で
は
月
1
回
で
す
が
'

さ
わ
や
か
運
動
と
い
う
こ
と
で
ご
み
拾
い
を

や
っ
て
い
ま
す
｡
そ
ん
な
時

『お
疲
れ
さ
ま
'

ご
苦
労
さ
ま
J
と
ひ
と
声
か
け
て
-
れ
る
と
'

う
れ
し
い
で
す
ね
｡
そ
ん
な
こ
と
か
ら
ふ
れ

あ
い
が
始
ま
り
､
ひ
い
て
は
ポ
イ
捨
て
の
な
い

街
､
治
安
の
よ
い
街
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
｣
と
街
づ
く
り
へ
の
思
い
を
話
さ
れ
ま
す
｡

つつきポップフェスTイJtル

こ
う
し
た
サ
ー
ク
ル
･ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

の
活
動
を
都
筑
区
役
所
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
い
ま
す
｡
都
筑
区
役
所
で
は
､
生
涯
学
習

活
動
と
し
て
､
区
民
の
自
主
的
企
画
に
よ
る
､

高
齢
化
､
子
育
て
な
ど
に
関
す
る
連
続
講
座

を
開
催
し
て
い
ま
す
｡
ま
た
'
区
の
生
涯
学

習
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
'
生
涯
学
習
活
動
の

相
談
･情
報
提
供
､
機
材
貸
出
し
や
交
流
の

場
の
提
供
な
ど
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
'
｢ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
い
方
･グ
ル
ー
プ
｣
と

｢ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
必
要
と
す
る
方
･グ

ル
ー
プ
｣
の
橋
渡
し
(ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ン
ク
)

も
行
っ
て
い
ま
す
｡

地
区
セ
ン
タ
ー
の
ひ
と
つ
'
仲
町
台
地
区

セ
ン
タ
ー
で
は
'
区
民
の
方
･グ
ル
ー
プ
の
自

主
活
動
の
ほ
か
に
'
地
区
セ
ン
タ
ー
主
催
の

講
座
と
し
て
｢健
康
体
操
･レ
ク
教
室
｣
｢は

じ
め
て
の
ワ
ー
プ
ロ
教
室
｣
な
ど
を
催
し
て
い

ま
す
.
ま
た
､
都
筑
民
家
園
で
は
味
噌
づ
く

り
講
習
会
､
落
語
会
な
ど
'
せ
せ
ら
ぎ
公
園

｢古
民
家
｣
で
は
炭
焼
教
室
'
豆
ま
き
大
会

な
ど
'盛
-
沢
山
の
催
し
が
1
年
を
通
し
て

開
催
さ
れ
'好
評
を
博
し
て
い
ま
す
｡

高
齢
者
会
食
サ
ー
ビ
ス
'
送
迎
'
機
能
訓

練
教
室
の
お
手
伝
い
や
保
育
･手
話
な
ど
の

福
祉
活
動
を
行
っ
て
い
る
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
も
20
以
上
あ
-
ま
す
｡
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
'
趣
味
の
サ
ー
ク
ル
'
ス

ポ
ー
ツ
'
文
化
･芸
術
'
伝
統
芸
能
の
サ
ー
ク

ル
･拭
体
'街
づ
く
り
を
学
び
活
動
す
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
､
多
種
多
彩
な
サ
ー
ク

ル
･ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
活
発
に
活
動
し
て

い
ま
す
｡

こ
の
街
に
♯
ら
し
tは
た
ら
く
人
々
が
知

り
合
い
'つ
な
が
り
合
う
自
治
会
や
町
内
会
'

生
涯
学
習
や
趣

味

･
ス
ポ
ー
ツ
'

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

活
動
と
交
流
か

ら
､
い
き
い
き
し

た
街

が
生

ま

れ
､
成
長
す
る

の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
｡
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戸姓t主等の街並み

さまざまな鶴 い
I.+kJr▲､_ -月k鮎

優れた住

住
ま
い
が
あ
っ
て
こ
そ

私
た
ち
の
暮
ら
し
は
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
は
'
戸
建
住
宅
等
の

｢
一
般
住
宅
地
区
｣
と
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
｢共

同
住
宅
地
区
｣
な
ど
､
地
区
別
に
建
物
用
途

や
形
態
制
限
等
が
定
め
ら
れ
て
お
り
'快
適

な
住
環
境
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
団
地
･マ
ン
シ
ョ
ン
の

第
1
号
は
'
昭
和
58
年
に
入
居
し
た
都
市

公
団
の
分
譲
｢け
や
き
が
丘

(4-0戸
)
､
み
ず

き
が
丘
(準
巳

｣
へ
県
公
社

の分譲
｢
か
し

の
木
台
ハ
イ
ツ
(
2-6
戸
)
､
市
公
社
の
分
譲

｢
し
い
の
木
ム只

イ
ツ
(310
戸
)
｣
の
4
物
件
｡

今
で
は
数
多
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
や
戸
建
住
宅
､

公
団
住
宅
が
迦
ち
'
美
し
い
街
並
み
を
見

せ
て
い
ま
す
｡

｢
21
世
紀
初
頭
に
は
国
民
の
4
人
に
1
人

が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
｣
に
な
る
と
予
測

さ
れ
'
今
日
､
高
齢
者
が
安
心
し
て
い
き
い

さ
と
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
し
て
'
居
住

環
境
を
整
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
｡
こ
う
し
た
長
寿
社
会
に
対
応

し
た
住
ま
い
の
試
み
を
'
都
市
公
団
の
プ
ロ

ム
ナ
ー
ド
仲
町
台
(総
戸
数
約
S
lP
)
に
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
れ
は
｢交
流
｣
を

テ
ー
マ
に
'
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
が
交
差
す
る

ふ
れ
あ
い
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
計
画

さ
れ
て
い
ま
す
｡
駅
前
立
地
と
グ
リ
ー
ン
マ

ト
リ
ッ
ク
ス
の
緑
を
背
演
に
賃
貸
･分
譲
と

シ
ニ
ア
の
た
め
の
住
宅
'
そ
し
て
シ
ニ
ア
住
宅

併
設
の
介
護
施
設
が

一
体
的
に
配
置
さ

れ
､
中
心
に
は
大
き
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
域
と
内
外
に
抜

.I

.I

け
る
歩
行
者
専
用
道
路
の
シ
ン

r.盟｢
=｢

ポ
ル
ロ
ー
ド
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

T
l川

【〓
L&d.

す
｡
と
く
に
'
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場
へ

需

l

読
-
正
面
階
段
の
開
放
的
で
'
お

.
叩H
m
I!

IL
rいhI‥

し
ゃ
れ
な
雰
囲
気
は
'
仲
町
台
の

町
中
E

｢術
の
顔
｣
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て

≡

シニア住宅rボナ-ジュ横浜｣

い
ま
す
｡

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
仲
町
台
に
あ
る
シ
ニ
ア
住

宅
ボ
ナ
-
ジ
ユ
横
浜
は
､
都
市
公
団
の
シ
ニ
ア

住
宅
約
1
号
で
'シ
ニ
ア
_妊
代
が
末
永
-
良

立
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ

た
住
宅
と
'
趣
味
や
交
流
の
た
め
の
:=皿
富
な

塊
会
室
な
ど
の
ス
ペ
ー
ス
が
た
っ
ぷ
-
と
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
'建
物
内
に
ク
リ
ニ

ッ
ク
･薬
局
や
レ
ス
ト
ラ
ン
'美
容
室
が
開
設

さ
れ
て
お
-
'
ボ
ナ
-
ジ
ユ
概
浜
の
入
居
者

の
方
だ
け
で
は
な
く
､
一
般
の
方
の
利
用
も

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な

先
進
的
な
都
市
公
団
の
住
ま
い
づ
-
り
を

は
じ
め
､
民
間
の
大
規
模
分
韻
マ
ン
シ
ョ
ン
や

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
分
譲
･賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン

が
街
の
あ
ち
こ
ち
に
建
設
さ
れ
て
い
る

一

方
'
戸
建
住
宅
が
良
好
な
住
琳
境
の
中
に

立
地
し
て
い
ま
す
｡

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
住
ま
い
は
'
マ
ン
シ
ョ

ン
な
ど
の
集
合
住
宅
ゾ
ー
ン
と
戸
鎚
住
宅

ゾ
ー
ン
が
融
合
さ
れ
'魅
力
あ
る
街
並
み
を

つ
-
-
出
し
て
い
ま
す
｡
と
く
に
､
近
年
の
マ

ン
シ
ョ
ン
や
戸
建
住
宅
は
'
住
宅
性
能
も
向



上
し
'外
観
も
お
し
ゃ
れ
｡
交
通
ア
ク
セ
ス
や

緑

に
恵
ま
れ
た
住
環
境
'デ
パ
ー
ト
な
ど
便

利
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
'も
ち
ろ
ん

子
供
た
ち
の

た
め
の
学
校
や
公
園
･遊
び
場
も
と
'
フ
ァ
ミ

リ
ー
屑
を
中
心
に
人
気
の
街
に
な
っ
て
い
ま

す
｡
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
人
々
が
弘
ら
し
や
す

い
住
ま
い
'
お
互
い
に
交
流
し
､
ふ
れ
あ
い
な

が
ら
暮
ら
す
街
'
そ
ん
な
街
と
し
て
､
港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
成
長
し
て
い
ま
す
.
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一公団住宅の募集のお問い合せ一

都市公団神奈川地域支社募集課

TEL.045-682-1666
(定休日/土･日･祝日)

〒220-6110 横浜市西区みなとみらい2･3-3
クイーンズタワーB棟8障(桜木町駅徒歩10分)

///

発行 都市基盤整備公団神奈川地域支社 居住環境整備･再開発部

リ 企画･箱IP (財)高齢者住宅財団住宅管理部
〒107-OD52 乗京都讃区赤坂3-2l-20赤坂ロングビーチピル

TEL03-3583-4165
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