
臨
海
埋
め
立
て
市
街
地
③

港
町
横
浜
の
ル
ー
ツ
と
な
る

エ
リ
ア

　
”
み
な
と
横
浜
”
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
の

は
、
幕
末
の
横
浜
開
港
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

(『金沢八景』県立金沢文庫より転載)

六
浦
の
入
り
江
（
現
在
の
平

潟
湾
）
に
港
を
整
備
し
た
。

そ
し
て
こ
の
港
を
拠
点
に
房

総
半
島
や
関
東
平
野
の
み
な

ら
ず
、
全
国
、
さ
ら
に
は
中

国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
と
交
易

を
重
ね
た
。
横
浜
港
が
近
代

日
本
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
「
六
浦
津
」
は
中
世

日
本
の
経
済
と
文
化
の
玄
関

口
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
ん
な
「
六
浦
津
」
　
一
帯

が
「
金
沢
八
景
」
と
呼
ば
れ

Area　Data

●金沢八景地区（京急金沢八景・金沢文庫駅周辺）

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
。
徳
川
家

康
も
魅
せ
ら
れ
た
と
い
う
二
重
に
入
り
組
ん
だ

平
潟
湾
の
美
し
い
景
観
が
、
江
戸
城
の
ふ
す
ま

絵
に
描
か
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
を
見

た
大
名
た
ち
が
参
勤
交
代
の
際
に
立
ち
寄
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
金
沢
八
景
地
区
は
江

戸
近
郊
の
観
光
名
所
と
な
る
。
ま
た
、
江
戸
時

代
中
期
か
ら
平
潟
湾
の
内
湾
（
内
川
入
江
）
で
新

田
開
発
が
始
ま
り
、
泥
亀
町
な
ど
現
在
の
金
沢

八
景
地
区
市
街
地
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
。
た

だ
し
、
内
湾
の
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
観
光
地
と

し
て
の
金
沢
八
景
の
景
観
的
価
値
は
半
減
す
る
。

　
そ
の
後
、
伊
藤
博
文
が
野
島
に
別
荘
を
構
え

る
な
ど
、
明
治
・
大
正
期
に
は
風
光
明
媚
な
観

武陽金沢八景略図(『六浦･金沢』県立金沢文庫より転載)
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金
沢
八
景
地
区

風
光
明
媚
な
景
観
と
文
化
的
史
跡
の
宝
庫

豊
か
な
ア
メ
ニ
テ
ィ
資
源
を
次
代
に
つ
な
ぐ

い
。
し
か
し
、
横
浜
の
港
町
と
し
て
の
歴
史
は
、

中
世
、
金
沢
北
条
氏
の
「
六
浦
津
」
開
港
に
始

ま
っ
て
い
る
。

　
1
3
世
紀
、
金
沢
北
条
氏
は
、
朝
比
奈
峠
を
切

り
拓
く
こ
と
で
鎌
倉
と
金
沢
を
結
ぶ
と
共
に
、

地勢　金沢区は市の南端に位

置し、埋め立て地からなる東

部の臨海地域、起伏のある丘

陵地域と谷戸に分けられる。

内陸部西部には横浜市最大の

緑地帯（Fｴﾓl海山緑地）があり、

臨海部は横浜市で唯一の自然

海岸（野島海岸）を含む海岸

線。ここで取り上げる金沢八

景地区とは、北は釜利谷から

谷津、金沢、小柴、南は六浦、

瀬戸、瀬ヶ崎、室の木あたり

まで、すなわち平潟湾がまだ

埋め立てられる以前、瀬戸の

海峡でひょうたん型にくびれ

ていた頃の湾内とその湾岸エ

リア一帯を指す。

歴史　中世、鎌倉幕府が現在

の平潟湾に「六浦津」を築い

たことから、一帯は経済・貿

易拠点として発展。江戸中期

からは平潟湾の入り海が徐々

に埋め立てられ、現在の金沢

八景地区の核となる市街地が

形成された。

埋め立て以前の平潟湾の原地形

金
沢
区



称名寺芸術祭

光
地
の
伝
統
は
避
暑
地
・
別
荘
地
と
し
て
引
き

継
が
れ
た
。
し
か
し
、
戦
前
、
金
沢
八
景
地
区

は
大
き
く
変
わ
る
。
軍
港
・
横
須
賀
の
影
響
に

よ
り
、
金
沢
八
景
周
辺
に
当
時
の
最
新
技
術
を

持
っ
た
軍
需
工
場
や
軍
事
施
設
が
急
速
に
集
積

す
る
よ
う
に
な
り
、
金
沢
八
景
地
区
に
は
技
術

者
や
工
員
な
ど
多
く
の
人
々
が
移
り
住
ん
で
き

た
。
地
区
の
人
口
は
一
気
に
増
加
し
、
寺
前
・

町
屋
・
洲
崎
な
ど
の
市
街
地
の
原
形
が
こ
の
時

期
に
形
成
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
は
、

野
島
地
先
の
砂
州
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
瀬
ヶ

崎
・
室
の
木
の
丘
陵
が
切
な
朋
さ
れ
た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
を
は
さ
み
、
今
一
度
、
地

区
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
昭
和
4
0
年
代
か
ら

6
0
年
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
住
宅
地
開
発
が
急

　
金
沢
八
景
地
区
に
住
む
こ
と
の
魅
力
は
、
「
海

を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
」
こ
と
だ
。
江
戸
時
代

後
期
以
来
の
埋
め
立
て
開
発
に
よ
っ
て
、
平
潟

湾
は
ず
い
ぶ
ん
狭
く
な
り
、
海
岸
線
の
地
形
も

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
金
沢
八
景
は
、

横
浜
で
唯
一
、
東
京
湾
の
「
湊
（
み
な
と
）
ま

金沢区の｢一番魅力的なところ｣(複数回答)

ち
」
の
原
風
景
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
場
所

で
あ
る
。
今
で
も
、
春
は
潮
干
狩
り
、
秋
は
ハ

ゼ
釣
り
と
、
江
戸
前
の
海
な
ら
で
は
の
風
物
を

誰
も
が
気
軽
に
体
験
で
き
る
。

　
金
沢
八
景
地
区
の
多
く
の
住
民
も
そ
う
考
え

て
い
る
。
平
成
1
2
年
度
に
金
沢
区
が
区
民
に
対

し
て
実
施
し
た
意
識
調
査
の
結
果
を
み
て
も
、

「
金
沢
区
の
一
番
魅
力
的
な
と
こ
ろ
は
」
と
い
う

質
問
に
対
し
て
、
「
海
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
環

境
｣
(
4
8
･
6
%
)
が
ト
ッ
プ
で
あ
り
、
次
い
で
､
｢
緑

豊
か
な
環
境
｣
(
1
4
･
5
%
)
､
｢
生
活
に
便
利
｣
(
1
0
･

4
%
)
､
｢
歴
史
的
文
化
的
資
産
が
豊
富
｣
(
1
0
･

２
％
）
と
続
い
て
い
る
。
こ
れ
を
金
沢
八
景
地
区

の
住
民
だ
け
で
集
計
す
れ
ば
、
「
海
を
身
近
に
感

じ
ら
れ
る
環
境
一
は
6
3
・
２
％
に
跳
ね
上
が
る
。

資料:｢金沢区民意識調査｣

　
こ
う
し
た
身
近
に
触
れ
る

こ
と
の
で
き
る
海
や
緑
、
歴

史
的
資
産
と
い
っ
た
ア
メ
ニ

テ
ィ
資
源
が
八
景
地
区
の
住

民
や
金
沢
区
民
全
体
の
暮
ら

し
や
す
さ
に
貢
献
す
る
度
合

い
は
高
い
。

　
た
と
え
ば
、
平
成
1
2
年
度

に
実
施
し
た
市
民
生
活
行
動

調
査
で
、
金
沢
区
民
の
居
住

環
境
の
質
問
項
目
別
の
満
足

度
を
み
て
も
、
「
緑
や
自
然

の
豊
か
さ
」
は
都
筑
区
、
栄

区
に
次
い
で
３
位
（
5
5
・

９
％
）
、
「
ま
ち
な
み
な
ど
景

観
の
良
さ
」
も
青
葉
区
、
都

筑
区
に
次
い
で
３
位
（
2
6
・
６
％
）
、
「
公
園
な

ど
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
豊
か
さ
」
は
都
筑
区

に
次
い
で
２
位
（
3
4
・
２
％
）
で
あ
る
。

　
自
然
環
境
や
ア
メ
ニ
テ
ィ
で
は
、
1
8
区
の
中

で
い
ず
れ
も
満
足
度
が
上
位
で
あ
る
。
た
だ
し
、

金
沢
八
景
地
区
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
ニ

テ
ィ
資
源
（
海
や
緑
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
）
が
、

金
沢
文
庫
駅
や
金
沢
八
景
駅
、
国
道
1
6
号
な
ど

交
通
の
利
便
性
が
高
い
場
所
に
隣
接
し
て
存
在

し
て
い
る
た
め
、
公
園
や
社
寺
林
で
も
な
い
限

り
、
絶
え
ず
開
発
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
こ
の
地
区
で
は
、
高
度
経
済
成
長

期
か
ら
昭
和
6
0
年
代
に
か
け
て
、
称
名
寺
裏
山

の
宅
地
開
発
や
平
潟
湾
の
埋
め
立
て
、
上
行
寺

遺
跡
の
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
な
ど
を
巡
る
住
民
の

反
対
運
動
も
繰
り
返
さ
れ
た
。

　
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
、

大
正
、
昭
和
と
緑
を
削
り
、
海
を
埋
め
立
て
る

こ
と
で
新
し
い
産
業
を
興
し
、
新
し
い
住
民
を

受
け
入
れ
続
け
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
が
こ
の
エ
リ
ア
の
経
済
と
社
会
を
活
性
化
し

て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
歴
史
的
に
も
価
値
の
あ
る

海
と
緑
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
資
源
が
、
こ
の
地
区
の

住
民
に
と
っ
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
活
用

す
べ
き
共
有
の
財
産
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
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金
沢
の
海
と
緑
の
ア
メ
ニ
テ
ィ

資
源
と
暮
ら
し
や
す
さ

速
に
進
み
、
称
名
寺
の
裏
山
・
金
沢
山
は
、
ぎ

り
ぎ
り
ま
で
削
ら
れ
た
。
ま
た
、
金
沢
地
先
の

埋
立
事
業
に
よ
り
、
か
つ
て
首
都
圏
屈
指
の
海

水
浴
場
で
あ
っ
た
乙
艦
海
岸
は
人
工
海
浜
「
海

の
公
園
」
と
な
り
、
水
族
館
の
あ
る
テ
ー
マ
パ

ー
ク
・
八
景
島
が
造
成
さ
れ
た
。

歴
史
と
自
然
を
テ
ー
マ
に
し
た

市
民
活
動
の
百
貨
店

こ
の
1
0
年
間
で
、
金
沢
八
景
の
自
然
環
境
や



歴
史
を
テ
ー
マ
に
し
た
市
民
活
動
の
方
向
性
は

大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
開
発
反
対
を
叫

び
、
保
全
も
し
く
は
開
発
さ
れ
た
と
た
ん
潮
が

引
く
よ
う
に
そ
こ
の
場
所
か
ら
去
っ
て
い
く
と

い
う
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、
金
沢
八
景
の
今
あ

る
環
境
の
空
間
的
な
魅
力
を
発
掘
し
、
そ
の
場

所
に
持
続
的
に
自
ら
が
楽
し
み
な
が
ら
か
か
わ

り
続
け
る
こ
と
で
、
広
く
多
様
に
仲
間
を
増
や

し
て
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
だ
。

　
そ
の
一
つ
、
横
濱
金
澤
シ
テ
ィ
ガ
イ
ド
協
会

は
、
住
民
に
ま
ち
歩
き
や
史
跡
巡
り
を
通
し
て

金
沢
区
の
歴
史
や
資
源
を
知
っ
て
も
ら
い
、
一

緒
に
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
を
考
え
よ
う
と
呼

び
か
け
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
定
期
的
に
研
修

会
や
ま
ち
歩
き
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
る

ほ
か
、
個
人
や
グ
ル
ー
プ
の
ガ
イ
ド
依
頼
に
も

応
じ
る
。
ま
た
、
称
名
寺
で
の
休
日
ガ
イ
ド
な

ど
も
行
っ
て
い
る
。

　
「
金
沢
水
の
日
」
実
行
委
員
会
は
、
横
浜
市
唯

一
の
５
０
０
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
自
然
海
岸
を

持
つ
野
島
公
園
を
舞
台
に
活
動
す
る
団
体
。
同

委
員
会
は
市
民
団
体
の
連
合
体
で
、
区
内
の
海

や
川
、
ま
た
森
ま
で
を
含
め
た
地
域
の
豊
か
な

水
環
境
を
再
認
識
し
、
次
世
代
に
健
康
な
姿
で

引
き
継
い
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
設
け
ら
れ
、

海
浜
清
掃
や
、
海
水
を
使
っ
て
の
塩
づ
く
り
、

生
き
物
観
察
な
ど
、
手
づ
く
り
の
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
て
き
た
。
こ
の
ほ
か
、
称
名
寺
一
帯
の

緑
と
歴
史
空
間
を
使
っ
て
、
称
名
寺
周
辺
に
住

む
芸
術
家
や
商
業
者
、
住
民
が
芸
術
家
や
子
ど

も
た
ち
と
一
体
と
な
っ
て
作
品
の
展
示
・
販

売
・
発
表
会
を
行
う
「
称
名
寺
芸
術
祭
」
な
ど

も
生
ま
れ
て
い
る
。

　
横
濱
金
澤
シ
テ
ィ
ガ
イ
ド
協
会
の
会
長
は
言

う
。
「
歴
史
や
自
然
を
守
れ
と
口
だ
け
で
言
っ
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
守
れ
な
い
。
自
分
自
身
で

何
度
も
金
沢
を
歩
き
、
皆
の
意
見
を
聞
い
て
具

体
的
に
自
分
の
体
を
動
か
さ
な
い
と
何
も
始
ま

ら
な
い
」
。
こ
れ
は
今
の
金
沢
八
景
地
区
の
ま
ち

づ
く
り
に
関
わ
る
人
の
共
通
の
思
い
だ
ろ
う
。

子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
金
沢
八
景
の
魅
力

金
沢
八
景
ク
ラ
ブ

　
平
成
１
３
年
９
月
2
9
日
、
平
潟
湾
に
向
か
っ
て
突

堤
の
よ
う
に
伸
び
る
琵
琶
島
神
社
沿
道
に
３
０
０

個
の
行
灯
が
吊
る
さ
れ
た
。
制
作
し
た
の
は
、
地

元
の
小
学
生
た
ち
。
使
用
済
み
の
牛
乳
パ
ッ
ク
で

つ
く
っ
た
行
灯
に
思
い
思
い
の
絵
を
描
い
た
。
夕

方
、
ほ
の
か
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
中
、
行
灯

に
火
が
と
も
さ
れ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
大
き
な

歓
声
が
上
が
っ
た
。

　
　
「
瀬
戸
の
秋
月
お
月
見
復
活
祭
」
と
名
づ
け
ら

れ
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
た
の
は
、
「
金
沢

八
景
ク
ラ
ブ
」
。
メ
ン
バ
ー
の
中
心
は
、
横
浜
市

立
大
や
関
東
学
院
大
、
横
浜
国
大
な
ど
の
学
生
だ
。

　
金
沢
八
景
地
区
の
資
源
の
一
つ
に
、
横
浜
市
立

大
や
関
東
学
院
大
な
ど
地
区
内
に
大
学
が
立
地
し

て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
大
学
の
学

生
た
ち
が
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
お
い

て
も
大
き
な
活
力
に
な
っ
て
い
る
。
金
沢
八
景
ク

ラ
ブ
も
、
「
地
域
に
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
は

あ
る
が
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
ク
ラ
ブ
が
な
い
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
地
域
の
自
然
や
文
化
に
関
心
を

持
っ
て
も
ら
え
ば
、
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な

が
る
の
で
は
」
と
い
う
学
生
の
思
い
か
ら
誕
生
し

た
。

　
同
ク
ラ
ブ
が
設
立
さ
れ
た
の
は
平
成
１
２
年
だ

が
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

昨
年
は
、
地
区
内
の
小
学
校
な
ど
に
協
力
を
呼
び

か
け
、
「
瀬
戸
の
秋
月
お
月
見
祭
」
や
「
平
潟
湾

は
ぜ
釣
り
大
会
」
な
ど
金
沢
八
景
の
魅
力
を
伝
え

る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。
ま
た
横
浜
立
大
学
の
学
園

祭
で
「
金
沢
八
景
ク
ラ
ブ
」
の
発
表
会
を
催
し
、

子
ど
も
た
ち
に
金
沢
八
景
地
区
に
ち
な
ん
だ
環
境

学
習
成
果
を
発
表
を
し
て
も
ら
っ
た
り
、
地
域
伝

統
芸
能
の
公
演
を
行
っ
た
。

　
た
だ
、
昨
年
の
活
動
か
ら
は
反
省
も
生
ま
れ
た
。

「
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
も
ら
う
だ
け
で
は
、
子

ど
も
た
ち
は
お
客
さ
ん
に
過
ぎ
な
い
。
子
ど
も
た

ち
自
身
が
主
体
的
に
参
加
す
る
よ
う
な
企
画
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
に
か

ま
け
す
ぎ
て
、
子
ど
も
た
ち
と
直
接
向
き
合
っ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
」
と
。

　
そ
う
し
た
反
省
か
ら
、
今
年
は
ま
ず
『
子
ど
も

の
通
学
路
・
居
場
所
調
査
』
を
実
施
。
学
校
の
協

力
を
得
て
、
子
ど
も
だ
ち
と
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
、
ま
ち
の
ど
こ
に
子
ど
も

た
ち
の
「
居
心
地
の
よ
い
場
所
」
が
あ
る
の
か
を

調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の

多
く
が
外
で
遊
ん
で
い
る
こ
と
や
、
公
園
よ
り
も

路
地
に
こ
そ
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場
が
あ
る
こ
と

な
ど
を
発
見
し
た
。

　
こ
の
調
査
結
果
に
も
と
づ
き
、
今
年
は
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
す
る
と
き
も
、
「
子
ど
も
た
ち
の
居
場

所
を
つ
く
る
」
こ
と
を
基
本
方
針
に
掲
げ
、
企
画

段
階
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
関
わ
れ
る
よ
う
な
方
法

を
模
索
し
て
い
る
。

　
大
学
生
や
地
域
の
人
々
の
発
想
を
も
と
に
学
校

が
協
力
し
、
将
来
の
地
域
を
担
う
人
材
を
育
て
て

い
く
。
そ
の
結
果
、
育
っ
て
い
く
の
は
子
ど
も
た

ち
だ
け
で
は
な
い
。
大
人
た
ち
も
、
大
学
生
も
、

地
域
を
支
え
る
人
間
と
し
て
育
っ
て
い
く
に
ち
が

い
な
い
。

瀬戸の秋月お月見復活祭
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