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か
を
ベ
ー
ス
に
、ま
た
今
の
磯
子
区
全
体
が
他
の
行
政
区
と
ち

が
っ
て
い
る
独
自
性
を
重
ね
、大
小
二
つ
の
視
点
か
ら
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
紙
面
の
制
約
の
た
め
ラ
フ
な
デ
ッ
サ
ン
に
な
り
ま
す

が
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　

　

＊

＊

＊

　

ま
ず
第
一
の「
臨
海
地
帯
北
部
」で
す
。
岡
村
の
三
殿
台
遺
跡
は

区
内
唯
一
の
国
指
定
史
跡
で
、縄
文
・
弥
生
・
古
墳
の
三
つ
の
時

代
を
通
じ
数
千
年
も
の
あ
い
だ
私
た
ち
の
祖
先
が
同
じ
場
所
で
生

活
を
続
け
た
全
国
で
も
珍
し
い
重
層
遺
跡
で
す
が
、残
念
な
が
ら

全
国
の
一
級
河
川
流
域
遺
跡
か
ら
の
出
土
物
ほ
ど
の
優
品
は
見
当

た
り
ま
せ
ん
。
こ
の
丘
の
下
を
流
れ
る
小
さ
な
禅
馬
川
の
流
域
が

狭
く
農
業
生
産
力
が
低
か
っ
た
か
ら
当
然
の
こ
と
で
す
。

　

磯
子
小
学
校
の
南
に
あ
っ
た
室
の
木
古
墳
出
土
の
埴
輪
頭
部
も

一
見
幼
稚
っ
ぽ
く
、大
和
や
北
関
東
の
埴
輪
に
は
比
べ
よ
う
が
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
専
門
の
工
人
を
養
う
だ
け
の
余
裕
が
な

か
っ
た
の
で
、天
気
が
よ
け
れ
ば
田
や
海
で
働
く
庶
民
が
雨
や
風

の
日
だ
け
家
族
や
仲
間
の
顔
を
思
い
な
が
ら
土
を
こ
ね
ま
し
た

（
従
っ
て
労
働
す
る
人
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
リ
ア
ル
な
造
形
で

す
）。
し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、巨
大
な
前
方
後
円
墳
や
豪
華
な

出
土
品
を
誇
る
地
方
は
生
産
力
の
高
さ
が
富
の
偏
在
を
生
み
権

力
の
集
中
に
つ
な
が
り
、そ
の
結
果
と
し
て
豪
族
の
遺
物
や
遺
構

を
残
し
た
の
で
す
か
ら
、連
日
古
噴
の
造
営
に
引
っ
張
り
出
さ
れ

過
酷
な
税
に
喘
い
だ
末
端
の
人
々
の
苦
労
は
ど
れ
ほ
ど
だ
っ
た

で
し
ょ
う
。
こ
ち
ら
は
生
産
力
が
低
か
っ
た
た
め
富
の
偏
在
も
権

力
の
集
中
も
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
、民
衆
に
と
っ
て
は
上
も
下
も「
ド

ン
グ
リ
の
背
く
ら
べ
」で
し
た
。
貧
し
さ
は
仕
方
が
な
い
と
し
て

先
進
文
化
地
帯
ほ
ど
の
苦
労
は
な
か
っ
た
の
で
は
…
と
思
わ
れ
ま

す
。 

三
殿
台
遺
跡
が
三
時
代
の
長
き
に
わ
た
っ
て
続
い
た
の
も
そ

れ
だ
け
こ
の
地
が
住
み
よ
か
っ
た
証
拠
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

明
治
七
年
完
成
の
堀
割
川
と
両
岸
の
道
路
は
民
家
の
増
え
て
き

た
吉
田
新
田
の「
迷
惑
施
設
」を
磯
子
区
北
部
に
追
い
出
し
ま
し

た
。
刑
務
所
・
伝
染
病
病
院
・
し
尿
運
搬
船
・
野
犬
収
容
所
・
ゴ

ミ
焼
き
場
な
ど
、中
心
部
が
都
市
と
し
て
成
長
す
る
の
に
都
合
の

悪
い
も
の
を
み
ん
な
こ
の
地
に
押
し
つ
け
た
の
で
す
。
江
戸
時
代

の
ま
ま
住
民
の
少
な
い
こ
こ
で
は
反
対
の
声
の
あ
げ
よ
う
も
あ
り

ま
せ
ん
。
伊
勢
佐
木
町
や
関
内
の
旦
那
衆
か
ら
白
い
目
で
見
ら
れ

な
が
ら
、こ
の
町
の
人
々
は
貧
し
さ
に
め
げ
ず「
長
屋
的
連
帯
」で

明
る
く
た
く
ま
し
く
律
儀
に
生
き
抜
い
て
き
ま
し
た
。
美
空
ひ
ば

り
が
滝
頭
の「
屋
根
な
し
市
場
」に
生
ま
れ
た
必
然
性
も
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。
滝
頭
と
岡
村
で
暮
ら
し
た
映
画
監
督
松
山
善
三
が
第
一

回
広
島
平
和
祭
の
た
め
作
詞
し
、横
浜
大
空
襲
と
同
じ
日
を
誕
生

日
と
す
る
ひ
ば
り
が
絶
唱
し
た
反
戦
の
歌「
一
本
の
鉛
筆
」は
こ
の

地
域
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

　

＊

＊

＊

　

第
二
の「
臨
海
地
帯
南
部
」は
江
戸
時
代
に
特
異
な
情
報
回
路
を

持
っ
て
い
て
、大
名
領
と
比
較
に
な
ら
ぬ
く
ら
い
江
戸
の
情
報
を

素
早
く
キ
ャ
ッ
チ
し
ま
し
た
。
京
急
屏
風
浦
駅
の
北
側
か
ら
笹
下

の
東
樹
院
に
抜
け
る
道
が「
清し
み
ん
ざ
か

水
坂
」で
す
が
、尾
根
筋
に
こ
の
坂

の
道
普
請
を
し
た
十
六
の
村
の
名
を
刻
ん
だ
道
標
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
年
貢
米
を
森
の
港
か
ら
江
戸
に
送
る
た
め
近
郷
の
農
民
が

牛
の
背
に
米
俵
を
載
せ
て
登
り
降
り
し
た「
年
貢
の
道
」で
、台
座

に
は
舞
岡
、下
倉
田（
い
ず
れ
も
今
の
戸
塚
区
）、小
菅
ケ
谷（
今
の

栄
区
）な
ど
遠
方
の
村
の
名
が
あ
り
ま
す
。
年
貢
米
を
運
ん
だ
船

頭
た
ち
は
帰
り
の
荷
を
集
め
な
が
ら
江
戸
で
な
に
が
起
こ
っ
て
い

る
か
頭
に
詰
め
て
森
に
戻
り
、そ
の
情
報
は
逆
の
コ
ー
ス
で
出
荷

の
村
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
第
一
地
帯
の
農
民
が
保
土
ケ
谷
宿
の

伝
馬
助
郷
の
御
用
で
宿
場
に
出
る
た
び
東
海
道
に
溢
れ
る
情
報
を

持
ち
帰
っ
た
よ
う
に
、森
村
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
江
戸
の
ホ
ッ
ト
・

ニ
ュ
ー
ス
は
ど
の
村
で
も
庚
申
の
夜
だ
け
天
下
御
免
の
酒
も
り
で

披
露
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
根
岸
と
江
戸
前
の
海
が
情
報
の
太

い
回
路
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
小
田
原
北
条
期
の
豪
雄
間
宮
氏
が
梅
干
し
を
兵
糧
に
す
る

た
め
杉
田
村
に
植
え
さ
せ
た
梅
は
み
ご
と
な
花
を
咲
か
せ
梅
干
し

以
上
の
名
物
と
な
っ
て
江
戸
の
遊
覧
客
を
喜
ば
せ
ま
し
た
。
名
産

煎い

り

こ
海
鼠
は
絶
好
の
お
土
産
で
、そ
の
製
造
現
場
は
江
戸
名
所
図
会

を
飾
り
ま
し
た
。
杉
田
梅
林
に
は
の
ち
に
英
照
皇
太
后
、昭
憲
皇

太
后
な
ど
高
貴
な
方
々
ま
で
足
を
運
び
ま
し
た
。
こ
の
地
で
は
居

な
が
ら
に
し
て
江
戸
の
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

　

＊

＊

＊

　

第
三
の「
大
岡
川
流
域
部
」に
は「
か
ね
さ
わ
道
」の
回
路
と
並
ん

等
高
線
だ
け
の
磯
子
区
の
地
図
を
頭
に
浮
か
べ
て
み
る
と
、太
古
か

ら
の
自
然
の
か
た
ち
と
し
て
三
つ
の
部
分
が
見
え
て
き
ま
す
。
地

表
に
降
っ
た
雨
は
根
岸
湾
か
大
岡
川
か
ど
ち
ら
か
に
流
れ
て
行
く

ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
磯
子
区
は
、雨
が「
根
岸
湾
に
注
ぐ
部
分
」と「
大

岡
川
に
注
ぐ
部
分
」に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に

海
岸
部
は
国
道
16
号
線
が
横
須
賀
ま
で
貫
通
す
る
前
は
旧
プ
リ
ン

ス
ホ
テ
ル
の
丘
が
海
ま
で
伸
び
て
い
て
海
岸
の
道
も
な
か
っ
た
の

で
、こ
の
丘
の
線
で
南
北
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
ま
す
。
わ
が
区
は

低
い
丘
陵
線
が
ち
ょ
う
ど
カ
タ
カ
ナ
の「
ト
」の
字
の
よ
う
な
骨
格

に
な
っ
て
い
る
の
で
、こ
れ
を
補
助
線
に
使
え
ば
三
つ
の
エ
リ
ア
が

浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　

北
の
南
区
と
の
境
か
ら
区
役
所
あ
た
り
ま
で
、滝
頭
・
岡
村
・

根
岸
・
磯
子
・
汐
見
台
な
ど
の
町
々
は「
臨
海
地
帯
北
部
」、屏
風
ヶ

浦
か
ら
杉
田
の
南
ま
で
は「
臨
海
地
帯
南
部
」と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
大
岡
川
沿
い
の
田
中
か
ら
氷
取
沢
・
峰
ま
で
は
当
然「
大
岡

川
流
域
部
」で
す
。
三
つ
の
エ
リ
ア
に
ど
ん
な
独
自
性
が
あ
っ
た

　

人
の
顔
が
み
ん
な
ち
が
う
よ
う

に
ど
の
町
に
も
個
性
が
あ
り
独
特

の
味
が
し
ま
す
。
原
始
古
代
か
ら

現
代
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
は

東
西
南
北
の「
風
」が
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
運
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
高
気
圧

か
ら
低
気
圧
に
向
け
て
風
が
吹
く

よ
う
に
わ
が
町
に
も
そ
の
時
代
の

気
圧
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
様
々
な

文
化
が
流
れ
こ
ん
で
き
ま
し
た
。

ど
ん
な
風
が
強
か
っ
た
の
か
、ま

た
自
然
の
地
形
が
風
の
通
り
を
よ

く
し
た
の
か
、そ
れ
と
も
塞
い
だ

の
か
、そ
の
結
果
ど
ん
な
文
化
が

磯
子
区
の
地
下
水
と
な
っ
て
い
る

の
か
、考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

数
学
の
図
形
の
難
問
で
頭
を
抱

え
た
と
き「
補
助
線
」を
引
く
と
簡

単
に
解
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で「
製
鉄
の
民
」と
い
う
職
能
集
団
が
情
報
伝
播
に
貢
献
し
ま
し

た
。
保
土
ケ
谷
宿
の「
金
沢
横
丁
」で
東
海
道
と
分
か
れ
弘
明
寺
・

上
大
岡
を
経
て
能
見
堂
か
ら
六
浦
に
通
ず
る
街
道
で
す
が
海
岸
の

新
道
が
開
通
す
る
ま
で
江
戸
と
金
沢
・
鎌
倉
・
江
ノ
島
を
結
ぶ
大

動
脈
で
し
た
。
当
時
恐
れ
ら
れ
た
天
然
痘
の
治
癒
祈
願
に
富
岡
の

「
い
も
神
様（
ほ
う
そ
う
神
）」に
お
詣
り
の
人
々
か
ら
の
伝
聞
と
一

緒
に
大
量
の
情
報
が
耳
か
ら
耳
ヘ
伝
わ
り
ま
し
た
。
円
海
山
・
大

丸
山
・
大
平
山
を
頂
上
と
す
る
山
塊
は
多
く
の
砂
鉄
を
含
む「
上

総
層
」か
ら
成
り
、平
安
・
鎌
倉
期
に
中
腹
か
ら
上
の
方
で
は
製
鉄

を
業
と
す
る「
山
の
民
」が
原
始
的
な
方
法
で
鉄
を
つ
く
っ
て
い

ま
し
た
。
氷
取
沢
や
峰
で
畑
仕
事
の
最
中
に「
金
く
そ（
廃
棄
さ
れ

た
不
純
物
）」の
た
め
鍬
の
刃
先
が
欠
け
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し

た
が
、「
金
く
そ
場
」「
い
も
じ
ケ
い
と
」な
ど
の「
字あ
ざ

名
」は
製
鉄

場
の
名
残
り
で
す
。
氷
取
沢
の
名
も
昔
は
火
に
ち
な
む「
火
」取
沢

で
し
た
が
、忌
み
言
葉
の「
火
」を
避
け
て
安
全
な「
氷
」に
変
え
た

の
で
す
。
製
鉄
に
関
係
し
た
地
名
や
伝
承
は
金
沢
区
、港
南
区
、栄

区
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
し（
か
ん
な
畑
、鍛
冶
ケ
谷
な
ど
）洋

光
台
の
金
山
神
社
は
鋳
物
師
の
信
仰
の
中
心
で
し
た
。
掘
り
出
し

た
岩
石
を
砕
き
砂
鉄
を
分
離
す
る
に
は
山
の
湧
き
水
で
水す
い
ひ簸

を
し

ま
す
が
、か
ん
な
流
し
で
濁
っ
た
水
が
川
を
汚
し
山
麓
の
水
田
耕

作
の「
平
地
の
民
」と
の
間
に
緊
張
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
一

面
で
は
農
具
を
つ
く
る
鉄
材
と
米
の
交
換
と
い
う
相
互
依
存
も
あ

り
、山
の
民
と
平
地
の
民
と
の
間
に
は「
一
面
対
立
、一
面
連
携
」と

い
う
珍
し
い
関
係
が
あ
っ
た
の
で
す
。
特
筆
す
べ
き
は
稲
作
民
は

　

下
っ
て
の
根
岸
堀
割
川
と
間
坂
ト
ン
ネ
ル
の
二
大
土
木
工
事
に

よ
り
吉
田
新
田
と
港
周
辺
だ
け
だ
っ
た
横
浜
は
南
に
向
け
て
大
き

く
領
域
を
拡
げ
ま
す
。
堀
割
川
は
目
で
見
え
ま
す
が
間
坂
ト
ン
ネ

ル
は
区
役
所
向
い
の
坂
の
下
に
眠
っ
た
ま
ま
で
す
。
こ
れ
ら
に
続

く
富
岡
ト
ン
ネ
ル
の
完
成
で
つ
い
に
横
浜
か
ら
三
浦
半
島
ま
で
風

通
し
の
よ
い
道
が
貫
通
し
ま
し
た
。
わ
が
区
域
が
明
治
時
代
に
果

た
し
た「
大
横
浜
」へ
の
貢
献
を
誇
り
と
し
た
い
も
の
で
す
。

　

磯
子
村
の
堤
磯
右
衛
門
は
石
鹸
製
造
の
苦
心
で
有
名
で
す
が
、

石
鹸
以
上
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
は
石
鹸
製
造
所
で
の「
定
時
制
」の

採
用
と
日
本
で
最
初
の
就
業
規
則
で
す
。
働
く
時
間
が
日
の
出
か

ら
日
没
ま
で
だ
っ
た
時
代
は
夏
と
冬
と
で
労
働
時
間
が
大
き
く
ち

が
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
一
年
を
通
し
て
の
労
働
時
間
と
生
産
量
の

関
係
が
判
断
で
き
ま
せ
ん
。
磯
右
衛
門
は
明
る
さ
や
暗
さ
に
関
係

な
く
ど
の
季
節
で
も
始
業
時
刻
と
終
業
時
刻
を
同
じ
に
定
め
作
業

時
間
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
労
働
の
生
産
性
・
労
働
力
の
適

正
な
評
価
・
効
率
的
な
経
営
が
可
能
と
な
り
近
代
産
業
の
思
想
的

基
盤
が
で
き
た
の
で
す
。
就
業
規
則
は
親
方
と
子
方
・
徒
弟
と
の

古
い
労
働
関
係
を
近
代
的
経
営
集
団
と
し
て
組
み
直
し
ま
し
た
。

新
時
代
の
労
働
の
発
見
…
こ
れ
も
磯
子
区
の
誇
り
で
す
。

　

わ
が
町
は
鎌
倉
か
ら
の
武
士
の
風
、江
戸
か
ら
の
庶
民
の
風
、港

か
ら
の
文
明
開
化
の
風
、横
須
賀
か
ら
の
軍
事
化
の
風
な
ど
な
ど
、

北
か
ら
南
か
ら
い
く
つ
も
の
風
が
混
交
し
、寒
流
と
暖
流
が
交
錯
す

る
三
陸
沖
が
絶
好
の
漁
場
に
な
っ
た
よ
う
に
他
区
に
な
い
複
雑
で

高
度
な
文
化
を
発
酵
さ
せ
な
が
ら
成
長
し
て
き
ま
し
た
。
世
界
と

日
本
の
歴
史
を
眺
め
れ
ば
、あ
る
時
代
に
中
心
地
と
し
て
栄
華
を

誇
っ
た
地
域
も
や
が
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
枯
れ
、次
の
時
代
に
は
そ
れ

ま
で
辺
境
と
さ
れ
て
い
た
土
地
が
新
し
い
中
心
に
な
っ
た
こ
と
に

気
づ
き
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
ロ
ー
マ
ヘ
、ゲ
ル
マ
ン
ヘ
、ア
メ
リ

カ
新
大
陸
ヘ
…
。飛
鳥
か
ら
奈
良
ヘ
、京
都
ヘ
、鎌
倉
ヘ
、江
戸
へ
…
。

歴
史
を
動
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
絶
え
ず「
中
心
」か
ら「
周
縁
」ヘ

移
動
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
磯
子
区
は
こ
れ
ま
で
ミ
ナ
ト
の
周

縁
地
域
と
し
て
外
か
ら
様
々
な
風
を
受
け
郷
土
の
基
礎
を
つ
く
っ

て
き
ま
し
た
が
、区
制
施
行
九
十
年
の
今
、わ
が
町
こ
そ
こ
れ
か
ら

の
時
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
自
覚
し
、こ
れ
ま
で
の
お
返
し
に
新
し

い
風
を
横
浜
全
区
に
送
り
出
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

る
の
で
各
地
を
転
々
と
移
動
し
、新
し
い
土
地
で
炉
を
つ
く
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
渡
り
歩
き
な
が
ら
各
地
で
吸
収

し
て
き
た
情
報
は
平
地
の
民
に
伝
播
し
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
か
ね
さ
わ
道
」の
周
辺
は
海
岸
新
道
の
完
成
で
次
第
に
さ
び
れ

ま
す
が
長
い
あ
い
だ
田
園
風
景
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
急
速
な
人
口
増
の
横
浜
中
心
部
の
食
材
を
賄
う
近
郊
農
業
地

に
変
身
し
ま
す（
今
も
栗
木
の
バ
ス
停
に
残
る「
温
室
前
」は
そ
の
痕

跡
で
す
）。
高
度
成
長
期
に
は
幸
い
に
残
っ
て
い
た
広
大
な
田
畑
や

山
林
が
開
発
さ
れ
、次
々
と
大
規
模
団
地
が
誕
生
し
て
江
戸
時
代
の

勢
い
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
が
こ
こ
な
ら
で
は
の
こ
と
で
し
た
。

　

　

＊

＊

＊

　

さ
て
個
別
ゾ
ー
ン
の
独
自
性
と
は
別
に
、磯
子
区
全
体
と
し
て

は
ど
ん
な
特
色
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

元
禄
時
代
に
江
戸
周
辺
の
村
々
は
旗
本
の
知
行
地
に
再
編
さ
れ

ま
す
。
他
の
区
で
は
天
領
・
寺
社
領
・
大
名
領
な
ど
が
複
雑
に
混

在
し
て
い
ま
し
た
が
、磯
子
区
で
は
杉
田
村
の
一
部
の
天
領
を
除

け
ば
殆
ど
旗
本
領
ば
か
り
。
時
代
小
説
を
読
む
と
江
戸
期
の
村
に

は
郡こ
お
り

奉
行
配
下
の
下
級
武
士
が
駐
在
し
農
民
を
監
督
し
て
堤
防

修
理
や
新
田
開
発
に
汗
を
流
す
一
方
、藩
御
用
達
の
悪
徳
商
人
と

結
託
し
て
私
腹
を
肥
や
す
上
級
武
士
と
対
立
す
る
構
図
が
定
番
で

す
が
、磯
子
区
の
愛
読
者
が
自
分
の
町
も
昔
は
こ
ん
な
だ
っ
た
か

と
思
っ
た
ら
大
ま
ち
が
い
で
す
。
旗
本
は
文
字
通
り
徳
川
の
旗

の
も
と
に
い
て
幕
府
に
こ
と
が
あ
れ
ば
直
ち
に
馳
せ
参
ず
る
の
が

仕
事
で
す
か
ら
麹
町
や
番
町
の
旗
本
屋
敷
に
釘
づ
け
に
な
り
、知

行
地
の
生
産
や
管
理
は
村
人
に
選
ば
れ
た
村
方
三
役（
名
主
・
年

寄
・
百
姓
代
）主
導
で
ほ
ぼ
自
主
的
な
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
大
名
領
は
全
く
の
閉
鎖
社
会
で
国く
に
ざ
が
い境は

厳
重
に
警
備
さ
れ
移

動
も
情
報
も
統
制
さ
れ
て
い
て
上
級
武
士
を
除
け
ば
末
端
武
士
・

農
民
に
は
他
国
の
情
報
な
ど
殆
ど
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
旗
本
は

各
地
の
村
に
分
散
し
た
知
行
地
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

名
主
た
ち
は
年
貢
や
御
用
金
の
対
策
上
、当
然
遠
隔
地
の
名
主
と

連
絡
を
取
り
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
電
話
も
自
動
車
も
な
い
時

代
で
す
が
名
主
た
ち
の
ひ
そ
か
な
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
、貨
幣
経
済
の
浸
透
と
と
も
に
新
時
代
の
受

け
皿
を
つ
く
っ
て
行
き
ま
し
た
。

一
所
定
住
を
宿
命
と
し
ま
す
が
、製
鉄

薪
材
が
す
ぐ
欠
乏
す

民
は
膨
大
に
必
要
と
す
る

臨海地帯
北部

臨海地帯
南部

大岡川
流域部

丘
綾
を「
ト
」の
字
の
骨
格
と
し
た

3
つ
の
エ
リ
ア

（
森
が
丘
地
区
は
例
外
で
す
）

この町が好き！
磯子区郷土研究ネットワーク代表　葛城 峻

この町が好き！
だから
磯子区の歴史は面白い、




