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ま　　ち

ま
ち
に
住
む

娘
に
と
っ
て
は

こ
こ
が
ふ
る
さ
と
。

長
く
住
ま
わ
せ
た
い

緑
区
／
青
葉
台

田
丸
哲
郎
さ
ん
３
７
、
洋
子
さ
ん
３
７

転
校
生
か
多
い
ま
ち

　
緑
ゆ
た
か
な
田
園
風
景
に
包
ま
れ
て
い
た
北
部

一
帯
に
間
発
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
た
の
は
、
昭

和
三
十
年
代
に
入
っ
て
間
も
な
く
の
こ
と
。
首
都

圈
の
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
に
よ
る
人
口
急
増
を
受
け

て
、
東
急
電
鉄
は
北
部
の
宅
地
開
発
に
乗
り
出
す
。

そ
の
開
発
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
が
、
東
急
田
園

都
市
線
青
葉
台
駅
周
辺
で
あ
る
。

　
ま
ち
が
生
ま
れ
て
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
三
十
年
。
い

か
に
も
大
型
開
発
に
よ
る
郊
外
住
宅
地
ら
し
い
、

し
や
れ
た
店
の
並
ぶ
駅
前
商
店
街
も
、
ど
こ
と
な

く
風
格
を
に
じ
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
新
居
を
探
す
た
め
田
丸
哲
郎
さ
ん
・
洋
子
さ
ん

夫
妻
が
初
め
て
青
葉
台
を
訪
れ
た
の
は
平
成
元
年
。

人
づ
て
の
う
わ
さ
で
「
田
園
都
市
線
の
沿
線
は
お

し
ゃ
れ
で
住
み
や
す
い
ま
ち
が
多
い
」
と
聞
い
て

や
っ
て
き
た
の
だ
。
お
二
人
の
第
一
印
象
は
「
若

い
ま
ち
」
。
「
転
勤
族
に
は
、
こ
う
い
う
新
し
い
ま

ち
の
ほ
う
が
暮
ら
し
や
す
い
ん
で
す
。
古
く
か
ら

あ
る
ま
ち
は
容
易
に
溶
け
込
め
ま
せ
ん
か
ら
ね
」

と
哲
郎
さ
ん
。
通
信
社
の
科
学
部
記
者
で
あ
る
哲

郎
さ
ん
の
勤
務
地
に
合
わ
せ
、
各
地
を
転
居
し
て

き
た
一
家
は
、
新
住
民
の
多
い
こ
の
ま
ち
の
開
放

的
な
空
気
が
気
に
入
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ご
夫
妻
が
一
人
娘
の
良
子
さ
ん
⑩
と
住
む
マ
ン

シ
ョ
ン
は
、
二
〇
世
帯
の
入
居
者
が
ほ
ぼ
同
世
代

の
転
勤
族
。
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
、
典
型
的
な
緑
区

民
た
ち
と
い
え
そ
う
だ
。

　
緑
区
は
転
出
入
者
が
横
浜
で
い
ち
ば
ん
多
い
と

こ
ろ
。
そ
の
多
く
は
三
十
代
を
中
心
に
し
た
比
較

的
若
い
層
で
あ
る
。
ま
た
、
帰
国
児
童
・
生
徒
が

多
い
の
も
特
徴
と
い
う
（
平
成

四
年
「
市
立
学
校
現
況
」
）
。
哲

郎
さ
ん
も
「
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン

で
も
最
近
、
二
家
族
が
海
外
赴

任
で
外
国
に
行
っ
た
し
、
お
隣

り
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
き

た
ば
か
り
で
、
お
子
さ
ん
は
ま

だ
日
本
語
が
上
手
に
話
せ
な
い

ん
で
す
よ
」
と
、
事
も
な
げ
に

語
る
。
良
子
さ
ん
の
通
う
小
学

校
で
も
転
校
生
が
多
く
、
そ
れ

も
海
外
か
ら
、
あ
る
い
は
海
外

へ
と
い
う
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
そ

う
だ
。

地
域
へ
の
関
心
薄
い
男
性
た
ち

　
青
葉
台
の
女
性
た
ち
は
い
き
い
き
と
、
個
性
的

に
ま
ち
の
中
を
動
き
回
っ
て
い
る
。
高
学
歴
の
主

婦
が
多
い
こ
の
ま
ち
で
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
が
よ
い
は
卒
業
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
才
能
を

生
か
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
や
イ
ベ
ン
ト
活
動
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
な
ど
に
取
り
組
む
女
性
が
目
に
つ
く
。

　
洋
子
さ
ん
も
、
そ
ん
な
主
婦
の
ひ
と
り
。
マ
ン

シ
ョ
ン
で
は
生
協
活
動
に
参
加
し
て
お
り
、
「
年

に
何
回
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
宅
を
も
ち
ま
わ
り

で
、
試
食
会
を
兼
ね
た
パ
ー
テ
ィ
も
開
い
て
い
ま

す
」
と
、
ま
ず
は
身
近
な
お
付
き
合
い
を
大
切
に

し
て
い
る
よ
う
す
。
さ
ら
に
自
治
会
活
動
や
Ｐ
Ｔ

Ａ
の
役
員
（
広
報
委
員
）
、
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー
ボ

ー
ル
の
チ
ー
ム
「
田
奈
ク
ラ
ブ
」
に
も
所
属
し
て
、

人
脈
を
広
げ
て
い
る
。
最
近
は
看
護
婦
の
資
格
を

生
か
し
て
、
月
に
何
度
か
保
健
所
の
パ
ー
ト
の
仕

｢青葉台を娘の心のふるさとに｣と語る、田丸さんご夫妻

郊
外
住
宅
地
と
し
て
開
発
さ
れ
た
青
葉
台
周
辺
は
、

整
然
と
し
た
た
た
ず
ま
い
の
ま
ち

まちの名の由来

青葉台…「新しく生まれる、これから発展するまちの名前

にふさわしい」との考えがら、昭和41年に開業した東急田
園都市線青葉台駅の駅名を地元要望により採用した。

この１年間に、積極的に参加した活動
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事
に
も
出
か
け
て
い
く
。

　
「
い
ろ
ん
な
人
と
交
流
で
き
て
、
世
界
が
広
が
る

の
が
い
い
で
す
ね
」
。
積
極
的
な
性
格
で
は
な
い

と
い
い
な
が
ら
も
、
地
域
で
め
い
っ
ば
い
活
動
し

て
、
充
実
感
の
あ
る
毎
日
を
送
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
い
ま
洋
子
さ
ん
の
楽
し
み
は
、
青
葉
台
に
デ
パ

ー
ト
と
、
区
民
文
化
セ
ン
タ
し
が
で
き
る
こ
と
。

「
こ
れ
で
東
京
ま
で
買
い
物
に
行
か
な
く
て
も
よ

く
な
る
し
、
ま
ち
に
文

化
的
な
厚
み
が
出
ま
す

か
ら
」
と
。

　
一
方
、
田
園
都
市
線

で
通
勤
す
る
哲
郎
さ
ん

が
い
つ
も
感
じ
る
の
は
、

「
乗
っ
て
い
る
男
た
ち

が
、
年
齢
層
か
ら
服
装

の
好
み
ま
で
実
に
よ
く

似
て
い
る
ん
で
す
ね
」

と
い
う
こ
と
。
東
京
勤

め
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

層
が
大
半
を
占
め
る
こ

の
ま
ち
で
は
、
男
性
た

ち
は
あ
ま
り
個
性
的
と

は
い
え
な
い
よ
う
だ
。

　
み
ん
な
早
朝
に
出
勤

し
、
帰
宅
す
る
の
は
深

夜
。
ま
ち
に
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
。
哲
郎
さ
ん

も
朝
は
早
く
は
な
い
が
、

帰
宅
す
る
の
は
た
い
て
い
夜
の
十
一
時
過
ぎ
。
大

半
の
男
性
た
ち
は
、
横
浜
と
は
ベ
ッ
ド
で
し
か
つ

な
が
っ
て
い
な
い
。
い
ま
は
地
域
と
の
関
わ
り
合

い
の
薄
い
男
性
た
ち
も
、
い
ず
れ
地
域
に
戻
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
京
に
向
け
て
い
た
目
を
地

域
に
転
じ
た
と
き
、
「
横
浜
都
民
」
に
は
ど
ん
な

ま
ち
が
見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
緑
区
の
住
民
の
定
住
意
向
は
六
割
近
い
が
、

横
浜
市
全
体
か
ら
見
る
と
低
い
の
は
、
転
勤
族
が

多
い
せ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
青
葉
台
生
ま
れ
の

子
ど
も
が
立
派
に
成
人
す
る
ま
で
に
な
っ
た
い
ま

で
は
、
住
民
の
間
に
「
わ
が
ま
ち
、
青
葉
台
」
と

い
う
意
識
も
芽
生
え
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
地
に

住
ん
で
五
年
目
の
田
丸
さ
ん
一
家
が
ふ
る
さ
と
意

識
を
持
つ
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
よ
う
だ
が
、

青
葉
台
で
小
学
校
に
入
学
し
た
良
子
さ
ん
は
、
最

近
に
な
っ
て
「
浜
っ
子
」
を
自
称
し
て
い
る
と
い

青葉台駅前。昭和41年に同駅が開業して以来、まちの成長の拠点として、着実に発展を遂げてきた

緑区の人口構成とその変化
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緑区では地域活動も盛ん。活動を通じて交流

の輪が広がる。写真は、「国際交流ラウンジ」

の一コマ

う
。

　
「
思
春
期
の
多
感
な
と
き
に
住
ん
で
い
た
と
こ

ろ
が
心
の
ふ
る
さ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
娘
に
と

っ
て
は
横
浜
が
ふ
る
さ
と
な
ん
で
す
ね
」

　
だ
か
ら
、
も
う
し
ば
ら
く
は
転
勤
し
な
い
で
、

娘
を
こ
の
ま
ち
に
住
ま
わ
せ
て
や
り
た
い
、
哲
郎

さ
ん
の
顔
に
は
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
。
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ま
ち
に
住
む

ま　　ち

庶
民
の
ま
ち
の

三
代
目
が

再
開
発
に
託
す
夢

戸
塚
区
／
戸
塚
西
口
商
店
街

加
藤
武
男
さ
ん
５
０

町
内
全
員
で
祝
つ
て
く
れ
た
結
婚
式

　
「
い
ま
の
西
口
商
店
街
に
は
特
色
が
な
い
、
だ

か
ら
若
い
世
代
が
こ
な
い
ん
で
す
」

　
た
め
息
を
ひ
と
つ
つ
き
な
が
ら
商
店
街
の
現
状

を
語
る
加
藤
武
男
さ
ん
は
、
Ｊ
Ｒ
戸
塚
駅
西
口
、

旧
東
海
道
沿
い
で
「
紀
久
薬
局
」
を
経
営
す
る
、

ま
も
な
く
創
業
九
十
周
年
を
迎
え
る
と
い
う
老
舗

の
三
代
目
で
あ
る
。

　
そ
の
旧
東
海
道
沿
い
と
旭
町
通
り
を
中
心
と
す

る
戸
塚
西
口
商
店
街
は
、
「
庶
民
の
台
所
」
と
し
て

賑
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
小
規
模
な
店
が
多
い
こ

の
商
店
街
で
は
、
路
地
を
入
る
と
食
料
品
店
や
日

用
雑
貨
の
店
な
ど
が
軒
を
接
し
、
威
勢
の
い
い
売

り
手
の
か
け
声
が
終
日
通
り
に
響
い
て
い
る
。
こ

の
庶
民
の
ま
ち
に
も
、
い
よ
い
よ
再
開
発
の
と
き

が
や
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

　
戸
塚
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
顔
が
あ
る
。
「
宿
場

町
の
面
影
を
残
す
庶
民
的
な
ま
ち
」
、
「
内
陸
工
業

地
帯
と
し
て
大
き
な
工
場
が
目
立
つ
ま
ち
」
、
「
大

型
団
地
や
住
宅
地
の
広
が
る
ま
ち
」
、
「
田
畑
が
多

く
自
然
の
豊
か
な
ま
ち
」
、
「
横
浜
の
副
都
心
と
し

て
都
会
化
さ
れ
た
ま
ち
」
。
こ
の
多
面
性
が
戸
塚

の
特
色
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
ま
ち
の
成
熟
度
を

表
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
加
藤
さ
ん
は
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
ま
ち
の
隅
々
ま
で
を
熟
知
し
て
い
る
。

「
買
い
物
は
全
部
こ
こ
で
済
ま
せ
ま
す
。
飲
み
に

い
く
の
も
地
元
。
ど
こ
に
い
け
ば
ど
ん
な
伸
間
が

い
る
か
、
わ
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
歩
い
て
帰
れ

る
の
も
地
元
の
強
味
で
す
よ
」
。

　
加
藤
さ
ん
が
町
内
の
人
か
ら
名
前
を
呼
ば
れ
る

と
き
は
「
タ
ケ
ち
や
ん
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
加

藤
さ
ん
も
愛
称
で
呼
び
返
す
。
子
ど
も
の
頃
、
近

く
の
柏
尾
川
や
寺
の
境
内
で
、
六
年
生
を
ガ
キ
大

将
に
、
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
み
ん
な
一
緒
に

泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
遊
ん
だ
。
そ
ん
な
遊
び
の
場

を
共
有
し
あ
っ
た
幼
な
じ
み
が
い
る
か
ら
、
現
在

も
町
内
の
結
東
は
固
い
。

　
同
じ
町
内
で
は
な
い
が
、
妻
の
静
江
さ
ん
4
8
と

は
小
学
校
の
同
窓
生
の
間
柄
。
結
婚
式
に
は
町
内

の
三
〇
世
帯
全
員
が
出
席
し
て
祝
っ
て
く
れ
た

と
い
う
か
ら
す
ご
い
。
そ
の
結
束
は
現
在
も
続
い

て
お
り
、
最
近
も
町
内
の
人
の
結
婚
式
に
や
は
り

町
内
全
員
が
出
席
し
た
と
い
う
。

　
そ
ん
な
ま
ち
が
大
好
き
で
、
そ
ん
な
自
分
の
思

い
を
子
ど
も
た
ち
に
も
伝
え
た
い
か
ら
、
加
藤
さ

ん
は
二
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
青
少
年
指
導
貝
を

務
め
て
き
た
。

庶
民
の
台
所
か
ら
文
化
の
香
り
た
づ
ま
ち
へ

　
指
導
員
を
始
め
た
最
初
の
頃
は
、
子
ど
も
た
ち

の
反
応
も
よ
く
、
や
り
が
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ま
わ
り
の
自
然
の
減
少
に
つ
れ
て
、
家
で
テ
レ
ビ

を
見
た
り
塾
に
通
う
子
が
増
え
、
参
加
者
が
目
に

み
え
て
減
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
い
ま
、
子
ど
も

の
数
自
体
が
少
な
く
な
る
中
で
、
遊
び
を
通
し
て

培
か
、
わ
れ
る
子
ど
も
同
土
の
結
束
が
希
薄
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
、
加
藤
さ
ん
に
は
気
掛
り
だ
。

　
さ
ら
に
気
が
か
り
な
の
は
西
口
商
店
街
の
衰
退

で
あ
る
。
か
つ
て
は
市
内
第
四
の
売
上
げ
を
誇
っ

て
い
た
商
店
街
も
、
横
浜
都
心
や
藤
沢
駅
周
辺
に

再
開
発
に
よ
る
活
性
化
が
期
待
さ
れ
て
い
る
戸
塚
西

口
商
店
街
。
文
化
的
色
彩
も
加
わ
っ
た
、
特
徴
の
あ

る
商
店
街
づ
く
り
が
模
索
さ
れ
て
い
る

まちの名の由来

戸塚…富塚八幡の社の上に古墳があり、これを「富塚」と

いったことに由来し、「富」が「戸」に転訛したという。

創業当時の紀久薬局

創業90周年を迎える老舗、紀久薬局の加藤さん夫妻。まちの移

り変わりを店先から見つめ続けてきた
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商
圏
を
奪
わ
れ
、
売
上
げ
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
。

原
因
の
ひ
と
つ
が
駐
車
場
の
少
な
さ
。
「
車
で
買

い
物
」
が
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た
昨
今
、
こ

れ
は
無
視
で
き
な
い
間
題
で
あ
る
。
ま
ち
の
再
開

発
に
も
う
背
を
向
け
て
は
い
ら
れ
な
い
の
が
現
状

だ
。
東
口
の
再
開
発
に
遅
れ
を
と
っ
た
西
口
周
辺

に
対
し
、
権
利
者
の
七
割
以
上
も
の
人
が
再
開
発

を
進
め
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
（
平
成
五
年
「
戸

塚
駅
西
口
の
街
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
）
。

　
だ
が
、
再
開
発
に
不
安
を
覚
え
る
人
も
い
る
。

大
規
模
資
本
の
出
店
に
よ
り
、
現
在
の
出
店
者
が

営
業
を
続
け
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、

業
種
に
よ
っ
て
は
大
型
店
舗
に
向
か
な
い
も
の
も

出
て
く
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
、
ど
れ
も
生
活

の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
再
開
発
を

簡
単
に
は
進
め
ら
れ
な
い
の
も
確
か
だ
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
に
揺
れ
動
い
て
い
る
戸
塚
だ

が
、
こ
こ
戸
塚
駅
周
辺
地
区
は
横
浜
市
南
西
部
に

お
け
る
交
通
・
商
業
な
ど
の
中
心
地
で
あ
り
、
市

の
構
想
の
中
で
は
市
の
副
都
心
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
重
要
な
と
こ
ろ
。
そ
の
た
め
、
再
開

発
に
よ
っ
て
さ
ら
に
商
業
・
業
務
・
文
化
施
設
な

ど
の
集
積
聖
高
め
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
庶
民
の
台
所
の
よ
さ
を
十
分
認
め
な
が
ら
も
、

「
も
っ
と
文
化
的
な
色
彩
も
加
え
て
、
ゆ
と
り
と

個
性
の
あ
る
ま
ち
に
し
た
い
で
す
ね
」
と
い
う
加

藤
さ
ん
は
、
い
ま
積
極
的
に
再
開
発
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

　
時
代
の
流
れ
の
中
で
ま
ち
は
変
わ
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
が
、
せ
め
て
人
間
味
あ
ふ
れ
る
こ
の
ま
ち

の
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
は
大
事
に
し
た
い
と

加
藤
さ
ん
。
「
戸
塚
の
よ
さ
を
、
何
か
ひ
と
つ
で

も
次
の
世
代
へ
伝
え
て
い
き
た
い
ん
で
す
」
と
、

「
ふ
る
さ
と
」
戸
塚
へ
の
愛
情
は
ゆ
る
が
な
い
。

東口再開発ビルを軸に、まちづくりに取り組む東口地区

2010年頃に戸塚駅周辺はどんな商店街になっていたらよいと思い

ますか（複数回答・％）

47



横浜市民生活白書 第１部

第２章

ま　　ち

ま
ち
に
住
む

ゼ
ロ
か
ら
の

地
域
づ
く
り

旭
区
／
左
近
山
団
地

品
田
清
一
さ
ん
５
４

倍
々
ゲ
ー
ム
の
人
口
増

　
磯
子
区
生
ま
れ
の
品
田
さ
ん
が
左
近
山
団
地
に

移
っ
て
き
た
の
は
、
団
地
完
成
の
半
年
後
。
結
婚

し
て
住
ん
だ
寮
が
狭
く
、
な
ん
と
か
公
営
住
宅
に

移
ろ
う
と
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
応
募
と
落
選

を
重
ね
た
あ
げ
く
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
六
畳
一
間
の
生
活
か
ら
、
憧
れ
の
三
Ｄ
Ｋ
に
移

っ
た
直
後
の
感
想
は
、
「
や
れ
や
れ
、
と
い
う
感

じ
で
し
た
ね
」
。
し
か
し
、
や
れ
や
れ
と
一
息
つ

い
て
あ
た
り
を
見
回
し
て
み
た
ら
、
交
通
の
便
が

悪
い
、
学
校
、
病
院
、
公
共
施
設
が
足
り
な
い
、

緑
が
ゼ
ロ
で
殺
風
景
、
と
間
題
が
山
積
し
て
い
た
。

急
激
な
人
口
増
に
、
行
政
の
基
盤
整
備
が
追
い
つ

か
な
い
時
代
だ
っ
た
。

　
昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
高
度
成
長

は
、
首
都
圏
に
膨
大
な
人
口
を
引
き
寄
せ
、
横
浜

市
も
急
激
な
人
口
増
加
に
見
舞
わ
れ
る
。
毎
年
一

〇
万
人
単
位
で
膨
張
す
る
市
民
に
向
け
て
、
市
内

各
所
で
宅
地
開
発
が
活
発
化
。
住
宅
公
団
な
ど
に

よ
る
大
型
団
地
の
建
設
も
次
々
に
進
み
、
四
十
年

代
に
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
昭
和
四
十
三
年
に

完
成
を
み
た
左
近
山
団
地
も
、
そ
ん
な
マ
ン
モ
ス

団
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
相
鉄
線
二
俣
川
駅
か
ら
バ
ス
で
約
十
五
分
。
山

を
切
り
開
い
た
土
地
に
五
階
建
て
を
中
心
と
し
た

建
物
が
立
ち
並
ぶ
団
地
に
は
、
公
団
（
一
～
九
街

区
）
と
お
隣
の
市
営
住
宅
（
市
沢
団
地
）
を
合
わ

せ
て
お
よ
そ
五
二
〇
〇
世
帯
、
二
万
人
が
住
む
。

団
地
内
に
は
小
、
中
学
校
の
ほ
か
、

商
店
街
、
郵
便
局
な
ど
も
完
備
さ

れ
、
ま
さ
に
ひ
と
つ
の
ま
ち
の
お

も
む
き
。
建
物
の
周
り
は
街
区
ご

と
に
ツ
ツ
ジ
、
サ
ク
ラ
、
カ
シ
な

ど
が
植
え
ら
れ
、
よ
く
手
入
れ
さ

れ
た
よ
う
す
に
、
こ
の
団
地
の
自

治
会
活
動
の
活
発
さ
が
う
か
が
え

た
。

　
こ
の
印
象
が
そ
う
外
れ
て
は
い

な
い
こ
と
を
、
左
近
山
連
合
自
治

会
会
長
の
品
田
清
一
さ
ん
に
お
会

い
し
て
、
納
得
。
一
年
三
百
六
十

五
日
を
自
治
会
活
動
に
つ
い
や
し

て
い
る
品
田
さ
ん
は
、
い
ま
や
自

治
会
会
長
が
本
職
の
よ
う
な
人
。

土
日
の
休
み
も
有
休
も
す
べ
て
自

治
会
活
動
に
つ
い
や
し
、
出
勤

前
、
帰
宅
後
も
自
治
会
に
出
か
け

恒
例
行
事
と
し
て
す
っ
か
り
定
着
し
た
「
ふ
れ
あ
い

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
。
住
民
に
と
っ
て
左
近
山
の
こ

の
行
事
は
”
ふ
る
さ
と
”
　
”
わ
が
ま
ち
”
と
実
感
で

き
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
だ

まちの名の由来

左近山…字名から採った。「新篇武蔵風土記稿」の｢市野
沢村」に「小名　左近山」の記録がある。

連合自治会長として東奔西走の活躍をする品

田さん

建築の時期別共同住宅数

地域づくりは自分たちの手で。多くの問題をみんなの力

で解決してきた
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て
い
く
。
忙
し
い
仕
事
の
合
間
も
自
治
会
の
こ
と

が
頭
を
離
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
地
域
づ
く
り
は
大

変
で
、
ま
た
手
応
え
の
あ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

豊
か
な
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
奔
走
す
る
日
々

　
最
初
は
「
自
治
会
な
ん
て
好
き
な
や
つ
が
や
れ

ば
い
い
の
さ
」
と
、
地
域
を
自
分
た
ち
で
つ
く
る

と
い
う
発
想
は
全
然
な
か
っ
た
と
い
う
品
田
さ
ん
。

そ
れ
が
な
ぜ
？
と
い
う
間
い
に
、
「
だ
ま
さ
れ
た

ん
で
す
よ
」
と
即
座
に
一
言
。
同
じ
団
地
に
住
む

職
場
の
先
輩
に
「
友
人
を
紹
介
す
る
」
と
い
わ
れ
、

の
こ
の
こ
出
か
け
て
い
っ
た
先
が
自
治
会
の
役
員

会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
あ
と
へ
は
引
け
な
く

な
り
、
そ
の
ま
ま
自
治
会
一
直
線
。
当
時
、
品
田

さ
ん
は
ま
だ
二
十
代
の
若
者
だ
っ
た
。

　
そ
の
若
さ
に
も
の
を
い
わ
せ
て
、
品
田
さ
ん
は

先
輩
役
員
さ
ん
た
ち
と
と
も
に
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
ご

と
の
自
治
会
結
成
や
、

学
校
増
設
、
”
陸
の

孤
島
化
”
解
消
問
題

な
ど
に
取
り
組
み
は

じ
め
た
。

　
「
地
域
づ
く
り
は
、

住
民
全
体
の
協
力
が

な
く
て
は
う
ま
く
い

か
な
い
ん
で
す
よ
」

と
、
品
田
さ
ん
は
こ

の
団
地
の
結
束
力
を

強
調
す
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
間
題
が
住
民
の

関
心
を
自
治
会
に
向

け
さ
せ
、
団
結
の
力

を
強
め
さ
せ
た
よ
う

だ
。
ち
な
み
に
、
自

治
会
加
入
率
は
現
在

も
一
〇
〇
％
と
い
う
。

　
い
ま
で
も
ラ
ッ
シ

ュ
時
に
は
超
満
員
に

な
る
バ
ス
を
め
ぐ
っ

て
は
、
か
つ
て
他
団

地
乗
り
入
れ
阻
止
行

動
を
起
こ
し
、
″
地
域
エ
ゴ
”
と
叩
か
れ
た
こ
と

も
。
「
私
た
ち
が
置
か
れ
た
状
況
も
わ
か
っ
て
ほ

し
か
っ
た
」
と
品
田
さ
ん
は
苦
し
か
っ
た
当
時
を

振
り
返
る
。
こ
の
問
題
は
新
し
い
バ
ス
ル
ー
ト
を

設
置
す
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
団
地

心
人
々
は
、
自
分
た
ち
が
動
け
ば
多
く
の
問
題
は

解
決
の
道
が
開
け
る
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
体
験

す
る
。

　
初
期
の
そ
う
し
た
苦
労
を
乗
り
越
え
て
、
い
ま

団
地
は
成
熟
期
を
迎
え
た
。
ま
ち
が
安
定
し
て
く

る
と
、
人
々
の
関
心
も
地
域
か
ら
遠
の
く
。
新
し

く
住
民
と
な
っ
た
人
た
ち
は
、
声
を
か
け
れ
ば
協

力
は
し
て
く
れ
る
が
、
積
極
的
に
自
治
会
活
動
し

よ
う
と
い
う
意
識
が
あ
ま
り
な
い
の
が
品
田
さ
ん

た
ち
の
悩
み
の
種
。
そ
こ
で
、
連
合
自
治
会
で
は
。

　
”
誰
も
が
住
み
た
く
な
る
環
境
豊
か
な
ふ
る
さ
と

づ
く
り
″
を
テ
ー
マ
に
、
「
ふ
る
さ
と
左
近
山
ふ

れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
平
成
元
年
か
ら
毎

年
開
催
。
ま
た
、
サ
ー
ク
ル
活
動
や
バ
ス
旅
行
、

ス
ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
に
も
力
を
入
れ
て
、
地
域
意

識
の
高
揚
に
努
め
て
い
る
。

　
団
地
づ
く
り
に
関
わ
っ
た
住
民
た
ち
の
多
く
は
、

い
ま
高
齢
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、

こ
こ
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
子
ど
も
時
代
を
こ
こ
で

過
ご
し
た
人
が
結
婚
し
て
戻
っ
て
く
る
Ｕ
タ
ー
ン

現
象
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
緑
の
多
い
落

ち
着
い
た
環
境
で
自
分
が
育
っ
た
よ
う
に
子
ど
も

を
育
て
た
い
と
い
う
わ
け
だ
。
団
地
二
世
の
活
躍

に
、
品
田
さ
ん
た
ち
は
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

　
自
治
会
人
生
の
品
田
さ
ん
に
、
家
族
か
ら
の
苦

情
は
な
い
。
一
年
に
一
度
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
日

に
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
チ
ー
ム
を
組

ん
で
出
場
す
る
の
が
、
品
田
さ
ん
の
唯
一
の
家
族

サ
ー
ビ
ス
。

　
「
そ
の
時
だ
け
は
よ
く
ま
と
ま
る
ん
で
す
よ
」

と
、
品
田
さ
ん
は
嬉
し
そ
う
に
笑
っ
た
。

自治会が中心となってまちの基盤を築き上げた左近山団地

左近山地区のよい点・不満な点
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ま　　ち

ま
ち
に
住
む

「
農
を
生
か
し
た
都
市

へ
の
ス
テ
ッ
プ

瀬
谷
区
／
相
沢

平
本
晋
一
さ
ん
７
０

農
村
か
ら
郊
外
住
宅
地
へ

　
「
こ
の
辺
り
が
農
村
だ
っ
た
頃
は
、
寺
や
神
社

が
村
の
中
心
だ
っ
た
け
ど
、
い
ま
で
は
駅
が
ま
ち

の
中
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ね
」
と
、
す
っ
か
り

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
周
闘
を
見
渡
し
な
が
ら
、
　
こ

の
土
地
の
村
か
ら
ま
ち
へ
の
変
化
を
、
平
本
晋
一

さ
ん
は
こ
う
表
現
し
て
み
せ
た
。
そ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
こ
の
地
域
が
、
農
村
か
ら
住
宅
地
へ
変

化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
昭
和
三
十
年
代
に
宅
地
化
の
波
が
押
し
寄
せ
る

ま
で
、
一
面
の
桑
畑
が
ど
こ
ま
で
も
続
く
明
治
の

頃
か
ら
の
瀬
谷
の
風
景
に
、
大
き
な
変
化
は
な

か
っ
た
。
宅
地
の
あ
い
間
に
点
在
す
る
畑
、
新
し

い
住
宅
の
間
に
見
え
隠
れ
す
る
土
蔵
や
納
屋
。
瀬

谷
は
、
い
ま
で
も
農
村
地
帯
の
面
影
を
よ
く
残
し

て
い
る
ま
ち
で
あ
る
。

　
「
か
つ
て
は
、
広
い
畑
の
向
こ
う
に
農
家
が
ポ

ツ
ポ
ツ
と
見
え
る
程
度
で
ね
」
と
語
る
平
本
さ
ん

は
、
瀬
谷
区
相
沢
で
ア
パ
ー
ト
経
営
の
か
た
、
わ
ら

農
業
に
従
事
し
て
い
る
生
粋
の
瀬
谷
っ
子
。
古
く

か
ら
こ
の
地
で
農
業
を
営
む
家
に
生
ま
れ
た
。

　
農
家
の
子
ど
も
に
教
育
は
い
ら
な
い
と
、
い
つ

も
学
校
帰
り
に
畑
で
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
父
親
は
、

う
む
を
い
わ
せ
ず
農
作
業
の
イ
ロ
ハ
を
平
本
さ
ん

に
叩
き
こ
ん
だ
。
戦
前
か
ら
農
業
に
携
わ
り
、
平

成
二
年
ま
で
は
横
浜
南
農
協
の
組
合
長
も
務
め
、

瀬
谷
の
移
り
変
わ
り
を
見
続
け
て
き
た
平
本
さ
ん
。

土
地
は
先
祖
代
々
、
み
ん
な
が
汗
に
ま
み
れ
て
働

い
て
つ
く
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は

本
当
は
金
銭
に
は
替
え
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
と
、

農
家
の
土
地
へ
の
愛
着
を
語
る
。

　
昭
和
十
七
年
に
出
征
し
、
終
戦
直
後
に
戻
っ
た

当
時
の
相
沢
に
は
七
〇
軒
ほ
ど
の
農
家
が
あ
っ
た

が
、
現
在
で
は
わ
ず
か
六
軒
に
ま
で
減
っ
て
し
ま

っ
た
。

　
「
こ
の
辺
り
が
変
わ
り
始
め
た
の
は
昭
和
三
十

年
代
後
半
の
こ
と
で
す
。
相
鉄
線
瀬
谷
駅
に
近
い

の
で
、
畑
を
潰
し
て
借
家
を
建
て
る
農
家
が
増
え

て
き
た
ん
で
す
よ
」

　
後
継
者
が
い
な
か
っ
た
り
、
相
続
の
過
程
で
土

地
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
い
人
が
増
え
た
結
果
だ
。

平
本
さ
ん
も
畑
を
三
町
歩
ほ
ど
持
ち
、
ス
イ
カ
や

サ
ッ
マ
イ
モ
、
陸
稲
な
ど
を
作
っ
て
い
た
が
、
相

続
で
農
地
を
い
く
ら
か
手
放
し
た
の
を
機
に
、
先

行
き
を
考
え
て
畑
の
一
部
を
転
用
し
、
ア
パ
ー
ト

を
建
て
た
。
い
ま
は
残
っ
た
九
反
ほ
ど
の
農
地
に
、

梅
や
サ
ク
ラ
ン
ボ
な
ど
の
果
樹
を
植
え
て
い
る
。

秩
序
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

　
「
昭
和
四
十
五
年
頃
が
、
農
地
が
ア
パ
ー
ト
に

変
わ
っ
た
ピ
ー
ク
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
」

　
そ
の
後
、
開
発
は
一
段
落
し
た
が
、
新
し
く
生

ま
れ
た
ま
ち
は
も
と
も
と
農
地
だ
っ
た
と
こ
ろ
に

住
宅
が
そ
の
ま
ま
建
っ
た
り
し
た
の
で
、
道
路
は

狭
く
、
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
て
、
車
が
通
る
の

に
一
苦
労
と
い
う
あ
り
さ
ま
。
あ
ち
こ
ち
に
わ
ず

か
に
残
っ
た
畑
も
、
住
宅
に
囲
ま
れ
て
申
し
訳
な

さ
そ
う
に
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

　
瀬
谷
は
新
住
民
の
流
入
と
と
も
に
急
速
に
発
展

し
て
い
っ
た
が
、
ま
ち
づ
く
り
の
上
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
間
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
旧
来
か
ら
の
農
家
と
新
住
民
と
の
間
の
こ
ま
ご

ま
し
た
軋
轢
も
、
そ
の
ひ
と
つ
だ
。

　
「
農
家
の
悩
み
は
、
あ
ま
り
に
周
り
の
人
が
農

業
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
で
す
ね
。
つ
い
最
近

瀬谷の移り変わりを語る平本さん

瀬谷周辺の悩みは道路の狭さ。住宅が密集しているだけに､道路の拡幅もままならない

昭
和
三
十
年
頃
の
瀬
谷
。
の
と
か
な
風
景
を
流
れ
る

小
川
に
は
、
フ
ナ
や
ザ
リ
ガ
ニ
な
ど
、
水
に
住
む
生

き
物
た
ち
が
豊
富
に
い
た

まちの名の由来

瀬谷…旧村名から採った。地名研究で「セヤ」は「狭谷」

を意味するという。
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ま
で
、
堆
肥
を
作
る
た
め
牛
を
飼
っ
て
い
る
農
家

が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
鳴
き
声
が
う
る
さ
い

と
い
う
苦
情
が
あ
っ
た
の
で
、
処
分
し
て
し
ま
っ

た
そ
う
で
す
。
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
ビ
ニ
ー
ル
が

風
に
鳴
る
の
が
う
る
さ
い
と
い
う
苦
情
も
あ
り
、

農
家
は
頭
を
抱
え
て
い
ま
す
よ
。
ま
た
、
畑
に
ゴ

ミ
を
投
げ
込
ん
だ
り
、
犬
の
散
歩
で
フ
ン
を
さ
せ

た
り
す
る
方
も
よ
く
い
ま
す
ね
」
と
平
本
さ
ん
。

　
こ
れ
は
、
新
住
民
の
農
業
に
対
す
る
理
解
不
足

が
招
い
た
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
だ
が
、
同
様
に
、
無
秩

序
な
宅
地
の
ス
プ
ロ
ー
ル
化
の
背
景
に
は
、
農
地

を
生
産
活
動
の
場
と
見
る
の
で
は
な
く
、
宅
地
用

の
空
き
地
と
し
て
し
か
考
え
な
い
便
宜
主
義
的
な

発
想
が
見
え
隠
れ
す
る
。
だ
が
、
そ
の
上
地
に
息

づ
い
て
き
た
人
と
そ
の
営
み
を
大
切
に
し
な
い
ま

ち
づ
く
り
は
、
ど
こ
か
根
の
浅
い
も
の
に
な
る
。

最
近
は
都
市
景
観
の
上
か
ら
も
、
防
災
面
か
ら
も
、

ま
た
心
身
の
健
康
面
か
ら
も
、
都
市
農
地
の
価
値

が
見
直
さ
れ
て
い
る
。
農
業
を
正
し
く
都
市
の
中

に
位
置
づ
け
た
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
よ
う

と
す
る
動
き
も
見
え
て
き
つ
つ
あ
る
。

　
農
地
と
宅
地
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
さ
れ
た
、
秩

序
あ
る
“
田
園
都
市
”
の
実
現
に
は
、

市
民
が
い
ま
あ
る
農
地
の
意
味
を
再
確

認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
ほ
か
は
な

い
。

　
そ
の
た
め
の
布
石
と
し
て
、
平
本
さ

ん
は
市
民
菜
園
に
農
地
を
提
供
し
、
た

ま
に
菜
園
に
出
向
い
て
は
市
民
に
農
業

の
手
ほ
ど
き
を
し
て
い
る
。
遠
回
り
の

よ
う
で
も
、
ま
ず
農
業
の
楽
し
さ
を
知

っ
て
も
ら
い
、
農
地
へ
の
理
解
を
深
め

て
も
ら
い
た
い
か
ら
、
と
。

瀬谷区民が将来へ向けて抱く不安 瀬谷区の宅地・農地の推移

住宅に囲まれ、都市化の波間に漂う畑。いま、農地と宅地が共栄する“田園都市”の姿が模索されている
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