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ま　　ち

ま
ち
に
住
む

商
店
街
は
ま
ち
の
ヘ
ソ
。

元
気
で
な
け
れ
ば

西
区
／
藤
棚

内
野
十
三
男
さ
ん
6
2

焼
け
跡
の
露
店
か
ら
の
出
発

　
「
昔
は
正
月
用
品
の
買
い
出
し
と
い
え
ば
、
横

浜
一
円
の
人
は
必
ず
藤
棚
へ
来
た
も
の
で
す
。
も

よ
り
の
相
鉄
線
西
横
浜
駅
に
電
車
が
到
着
す
る
た

び
、
商
店
街
へ
訪
れ
る
お
客
さ
ん
が
ざ
っ
と
二
百

人
は
押
し
寄
せ
ま
し
た
か
ら
ね
」

　
こ
う
語
る
の
は
、
藤
棚
商
店
街
で
「
シ
ュ
ー
ズ

う
ち
の
」
を
営
ん
で
い
る
内
野
十
三
男
さ
ん
。
商

店
街
の
盛
衰
と
再
生
を
、
文
字
通
り
正
面
か
ら
受

け
止
め
て
き
た
二
代
目
で
あ
る
。

　
「
こ
こ
は
戦
災
か
ら
い
ち
早
く
復
興
し
た
ま
ち

で
、
接
収
に
も
あ
わ
ず
に
す
み
ま
し
た
か
ら
、
他

の
地
区
で
接
収
さ
れ
た
人
が
み
ん
な
こ
こ
に
集
ま

り
、
戸
板
を
並
べ
て
商
売
を
始
め
ま
し
て
ね
。
そ

れ
が
藤
棚
地
区
商
店
街
の
始
ま
り
な
ん
で
す
よ
」

　
内
野
さ
ん
の
ご
両
親
も
、
も
と
は
保
土
ヶ
谷
区

天
王
町
で
下
駄
屋
さ
ん
を
営
ん
で
い
た
が
、
接
収

に
よ
り
昭
和
二
十
二
年
に
こ
の
藤
棚
に
移
り
住
ん

だ
。
最
初
は
露
店
か
ら
の
出
発
だ
っ
た
が
、
二
十

六
年
に
区
画
整
理
に
よ
り
商
店
街
が
整
備
さ
れ
る

と
、
現
在
の
場
所
に
店
舗
を
構
え
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
。

　
横
浜
開
港
時
の
歴
史
跡
を
そ
こ
こ
こ
に
止
め
る

西
区
に
あ
っ
て
、
藤
棚
は
早
く
か
ら
開
け
た
と
こ

ろ
。
横
浜
の
中
で
も
下
町
の
風
情
の
色
濃
く
残
る
、

庶
民
的
な
ま
ち
で
あ
る
。

　
ま
ち
の
中
心
は
、
昔
の
街
道
沿
い
に
伸
び
る
商

店
街
。
そ
の
藤
棚
地
区
商
店
街
は
、
西
前
商
店
街
、

藤
棚
一
番
街
、
藤
棚
商
店
街
な
ど
五
つ
の
商
店
街

が
、
藤
棚
交
差
点
を
中
心
に
細
長
く
軒
を
連
ね
、

そ
の
数
、
お
よ
そ
三
〇
〇
店
舗
を
か
ぞ
え
て
い
る
。

内
野
さ
ん
は
、
十
四
年
前
か
ら
そ
の
藤
棚
地
区
商

店
街
組
合
連
合
会
の
会
長
を
引
き
受
け
て
き
た
。

　
商
店
街
の
地
域
間
競
争
は
厳
し
い
。
戦
後
の
一

時
期
、
伊
勢
佐
木
町
に
替
わ
っ
て
横
浜
き
っ
て
の

広
域
商
店
街
と
し
て
栄
え
た
の
は
、
こ
の
藤
棚
で

あ
っ
た
。
品
物
を
並
べ
れ
ば
売
れ
た
戦
後
の
混
乱

期
を
経
て
、
藤
棚
の
商
店
街
は
最
盛
期
を
迎
え
る
。

豊
富
な
品
揃
え
と
、
安
さ
が
評
判
だ
っ
た
と
い
う
。

　
や
が
て
各
地
で
復
興
や
開
発
に
よ
っ
て
商
店
街

が
整
い
、
商
圏
が
分
散
。
昭
和
三
十
年
代
か
ら
横

浜
駅
西
口
に
次
々
に
大
型
店
舗
が
オ
ー
プ
ン
す
る

と
、
潮
が
引
く
よ
う
に
お
客
が
来
な
く
な
っ
た
。

藤
棚
は
”
横
浜
の
商
店
街
”

か
ら
”
地
元
の
商
店

街
”
に
変
身
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

ま
ち
の
活
性
化
は

八
－
ド
と
ソ
フ
ト
の
両
面
か
ら

　
内
野
さ
ん
が
連
合
会
の
会
長
を
引
き
受
け
た
の

は
、
藤
棚
が
ど
ん
ど
ん
凋
落
を
続
け
て
い
た
最
中

だ
っ
た
。
そ
の
頃
の
心
境
を
内
野
さ
ん
は
「
真
綿

で
首
を
締
め
ら
れ
る
よ
う
で
し
た
ね
」
と
い
う
。

あ
る
日
ド
カ
ン
と
来
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
商

店
の
人
た
ち
の
実
感
も
薄
く
、
対
応
が
遅
れ
た
。

　
大
型
店
舗
に
立
ち
向
か
う
有
効
な
手
立
て
が
み

つ
か
ら
な
い
ま
ま
日
は
過
ぎ
る
。
人
情
が
厚
く
、

地
域
の
活
動
に
熱
心
だ
っ
た
人
々
も
、
商
店
街
の

低
迷
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
余
裕
が
な
く

な
っ
て
、
無
関
心
に
な
っ
て
き
た
。
内
野
さ
ん
は

正
念
場
を
迎
え
る
。

藤棚商店街の活性化に取り組む内野さん

まちの名の由来

藤棚…市電停留所脇に店を構えていた鈴木屋という茶屋の

軒先にあった藤棚に由来する。

2010年に向けての、望ましいショッピング環境の実現策
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”
へ
そ
ま
つ
り
”
は
、
商
店
街
と
地
域
の
振
興
を
目

的
と
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
行
事



　
「
商
店
街
は
地
域
の
中
心
。
商

店
街
が
元
気
に
な
れ
ば
、
ま
ち
も

さ
び
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
商
店
街
が
活
気
を
取
り
戻

す
に
は
、
藤
棚
を
魅
力
あ
る
商
店

街
に
つ
く
り
か
え
る
ほ
か
は
な
い

と
い
う
結
論
に
達
し
た
ん
で
す
」

　
昭
和
六
十
二
年
、
連
合
会
が
ま

ず
取
り
組
ん
だ
の
は
、
商
店
街
の

近
代
化
で
あ
る
。
ア
ー
ケ
ー
ド
を

取
り
外
し
、
道
路
を
モ
ー
ル
化
、

さ
ら
に
電
柱
を
廃
し
て
電
線
を
地

中
に
埋
設
。
下
町
の
雰
囲
気
を
生

か
し
つ
つ
、
明
る
く
モ
ダ
ン
な
商

店
街
に
変
身
さ
せ
た
。
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
の
楽
し
さ

を
味
わ
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
商
店
街
に
と
い
う

狙
い
は
当
た
っ
て
、
評
判
も
上
々
。
商
店
街
を
訪

れ
る
人
は
確
実
に
増
え
は
じ
め
た
。

　
ま
た
、
内
野
さ
ん
た
ち
ぱ
ま
ち
お
こ
し
と
地
域

と
の
交
流
を
目
的
に
、
昭
和
六
十
二
年
か
ら
市
の

助
成
を
受
け
て
、
連
合
会
主
催
に
よ
る
「
へ
そ
祭

り
」
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
毎
年
十
月
に
開
催

さ
れ
る
も
の
で
、
商
店
、
地
域
、
学
校
が
一
体
と

な
っ
て
参
加
。
幼
児
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
千
人
規

模
の
大
パ
レ
ー
ド
の
ほ
か
、
産
直
市
や
カ
ラ
オ
ヶ

大
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
行
わ
れ
、
た
く
さ

ん
の
人
出
を
呼
ん
で
い
る
。
”
へ
そ
”
と
は
、
か

つ
て
こ
の
地
域
が
横
浜
の
中
心
と
し
て
栄
え
た
こ

と
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
、
往
時
の
勢
い
を
取
り
戻

そ
う
と
の
願
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
商
店
街
の
目
下
の
悩
み
は
後
継
者
難
。
「
若
い

人
は
じ
っ
と
お
客
を
待
つ
よ
う
な
仕
事
は
継
ぎ
た

が
ら
な
い
ん
で
す
」
と
、
商
店
街
の
明
月
を
託
す

べ
き
次
世
代
が
育
だ
な
い
現
状
に
、
連
合
会
は
頭

を
痛
め
て
い
る
。
唯
一
の
光
は
、
洋
服
屋
さ
ん
な

ど
手
仕
事
が
も
の
を
い
う
商
売
に
は
若
い
人
が
戻

っ
て
き
て
い
る
こ
と
。

　
「
こ
れ
か
ら
は
若
い
人
も
巻
き
込
ん
で
ま
ち
づ

く
り
の
仲
間
を
増
や
し
た
い
で
す
ね
。
藤
棚
に
は

西
前
の
縁
日
や
甘
酒
地
蔵
な
ど
の
下
町
情
緒
あ
ふ

れ
る
観
光
資
源
も
豊
富
で
す
。
若
い
人
に
も
、
そ

う
し
た
場
所
を
一
緒
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う

な
ま
ち
に
し
た
い
ん
で
す
」

　
高
齢
化
の
著
し
い
西
区
で
あ
る
が
、
藤
棚
が

「
お
年
寄
り
の
原
宿
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
で
は

ち
ょ
っ
と
寂
し
い
と
い
う
内
野
さ
ん
、
ま
ち
の
若

い
世
代
に
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

近代化でモダンな雰囲気に生まれ変わった藤棚商店街。右

はかつての姿

2O10年の

ショッピング像
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ま
ち
に
住
む

ま　　ち

自
分
が
働
き

住
む
ま
ち
だ
か
ら

大
切
に
し
た
い

鶴
見
区
／
生
麦

長
柄
　
覚
さ
ん
3
4

増
え
る
新
住
民

　
駅
か
ら
三
分
、
会
社
に
七
分
。
近
く
に
海
あ
り
、

山
川
も
あ
り
。
こ
ん
な
最
高
の
環
境
で
暮
ら
し
て

い
る
の
が
、
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
（
株
）
横
浜
工
場
で

ビ
ー
ル
の
開
発
を
担
当
し
て
い
る
長
柄
覚
さ
ん
。

京
浜
急
行
生
麦
駅
近
く
の
会
社
の
独
身
寮
に
住
む

長
柄
さ
ん
は
、
歩
い
て
ご
町
内
通
勤
の
毎
日
で
あ

る
。

　
そ
こ
が
生
き
て
い
る
ま
ち
な
ら
、
人
の
出
入
り

は
自
然
の
流
れ
。
と
は
い
っ
て
も
、
と
か
く
新
旧

住
民
の
間
は
疎
遠
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
特
に
入

っ
て
き
た
の
が
若
い
人
の
場
合
、
地
域
へ
の
無
関

心
は
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
独
身

新
住
民
代
表
と
し
て
、
古
い
ま
ち
に
住
む
こ
と
に

な
っ
た
長
柄
さ
ん
に
、
そ
の
生
活
と
意
見
を
聞
い

て
み
た
。

　
京
浜
工
業
地
帯
に
位
置
す
る
鶴
見
区
は
、
Ｊ
Ｒ

の
線
路
を
は
さ
ん
で
山
側
が
住
宅
地
、
海
側
が
工

場
街
と
二
つ
に
分
か
れ
て
発
展
し
て
き
た
。
近
年

は
、
産
業
構
造
の
変
化
な
ど
に
よ
り
工
場
移
転
し

た
企
業
の
跡
地
に
マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
ち
並
び
、
新

し
い
住
民
が
年
々
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。

　
「
よ
こ
は
ま
三
万
人
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
は
、
住

ん
で
い
る
地
域
の
よ
い
点
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
と

い
う
質
問
に
、
鶴
見
区
民
の
六
割
以
上
が
通
勤
・

通
学
の
便
が
よ
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
横
浜
に

も
東
京
に
も
近
い
便
利
さ
だ
け
が
、
こ
の
ま
ち
の

魅
力
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
こ
の
ま
ち
の
第
一
印
象
は
、
飲
み
屋
さ
ん
が

多
い
な
と
い
う
こ
と
（
笑
）
。
も
っ
と
都
会
的
で

冷
淡
な
と
こ
ろ
か
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
下
町
ふ

う
の
人
情
が
あ
っ
て
、
ま
と
ま
り
が
よ
く
、
全
体

に
粋
な
感
じ
が
し
ま
し
た
ね
。
お
祭
り
が
多
い
の

も
驚
き
で
し
た
」

　
石
川
県
出
身
の
長
柄
さ
ん
に
と
っ
て
、
関
東
で

暮
ら
す
の
は
初
め
て
の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
不
安
も
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
。
長
柄
さ
ん
が

生
麦
に
住
み
始
め
た
の
は
、
い
ま
か
ら
五
年
ほ
ど

前
の
こ
と
。
転
勤
で
こ
こ
生
麦
寮
に
移
っ
て
き
た
。

　
年
々
、
新
住
民
が
流
入
す
る
鶴
見
区
に
あ
っ
て
、

古
く
か
ら
の
家
並
み
が
ぎ
っ
し
り
立
ち
並
ぶ
生
麦

は
、
さ
し
づ
め
鶴
見
の
下
町
。
古
く
は
生
麦
事
件

の
舞
台
と
し
て
教
科
書
に
も
登
場
し
て
い
る
由
緒

あ
る
（
？
）
土
地
柄
だ
が
、
い
ま
は
魚
屋
さ
ん
が

多
数
軒
を
連
ね
る
横
浜
の
”
築
地
”
と
で
も
い
う

べ
き
生
麦
魚
河
岸
通
り
で
も
有
名
な
、
往
年
の
漁

村
の
雰
囲
気
を
よ
く
残
す
ま
ち
で
あ
る
。

　
で
は
、
長
柄
さ
ん
の
ふ
だ
ん
の
一
日
の
生
活
パ

タ
ー
ン
は
？

　
「
ま
ず
、
朝
は
七
時
頃
に
起
き
て
朝
食
を
と
り
、

八
時
十
五
分
に
は
寮
を
出
ま
す
。
う
ち
の
会
社
は

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
な
ん
で
す
が
、
八
時
半
に
は

職
場
に
入
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
勤
務
は
だ
い

た
い
夕
方
の
六
～
七
時
頃
ま
で
。
そ
の
後
は
ま
っ

す
ぐ
寮
に
帰
る
か
、
生
麦
駅
周
辺
の
店
に
飲
み
に

近年、急速に増えたのがマンション。移り変わるまちの姿を象徴して

いる

慢性的な渋滞で混雑する第一京浜国道。沿道では排気ガスによる大気

汚染の問題も深刻化しつつある

生麦のよさを語り、そして別のまちで新たな人生の

スタートをきる長柄さん
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生
麦
魚
河
岸
通
り
は
、
か
つ
て
漁
村
だ
っ
た
頃
の
面

影
を
色
濃
く
残
し
て
い
る

まちの名の由来

生麦…旧村名から採った。地名研究では「砂丘のむき出し

になっている地形」を意味するという。



い
く
か
。
飲
み
に
い
く
の
は
週
に
三
～
四
回
で
す

が
、
こ
の
辺
り
の
店
は
閉
店
が
早
い
の
で
、
た
い

て
い
夜
十
時
頃
に
は
寮
に
戻
り
ま
す
ね
」

　
大
学
時
代
は
ダ
ン
ス
部
に
在
籍
し
て
い
た
と
い

う
長
柄
さ
ん
。
休
日
は
ど
う
過
ご
し
て
い
る
の
だ

ろ
ｙ
フ
。

　
「
休
日
は
寮
で
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
か
、
会
社

の
コ
ー
ト
で
テ
ニ
ス
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
が
好
き
な

の
で
、
観
劇
は
ど
う
し
て
も
東
京
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
ね
」

積
極
的
に
地
域
に
溶
け
込
む

　
生
麦
の
住
人
と
な
っ
た
五
年
前
に
比
べ
、
ま
ち

の
よ
う
す
で
変
わ
っ
た
点
と
い
え
ば
マ
ン
シ
ョ
ン

が
増
え
た
こ
と
く
ら
い
。
人
と
人
と
の
挨
拶
の
声

が
絶
え
な
い
ま
ち
の
よ
う
す
ぱ
変
わ
ら
な
い
と
い

う
。

　
新
住
民
の
長
柄
さ
ん
た
ち
は
、
地
域
の
人
た
ち

に
と
っ
て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。

ふ
つ
う
、
社
員
寮
な
ど
企
業
関
係
の
人
々
は
地
域

の
活
動
と
は
疎
遠
に
な
り
が
ち
だ
が
、
生
麦
寮
で

は
一
八
人
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
ま
ち
と
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　
「
生
麦
に
は
”
蛇
も
蚊
も
祭
り
”
な
ど
有
名
な

行
事
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
し
た
お
祭
り
で
は
、

い
ち
ば
ん
重
い
蛇
の
頭
の
部
分

や
お
神
輿
を
わ
れ
わ
れ
が
担
ぐ

ん
で
す
。
地
元
で
は
若
い
人
が

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

こ
ち
ら
も
、
も
ち
つ
き
大
会
を

開
い
た
り
、
積
極
的
に
地
元
の

人
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
っ
て
い
ま
す
よ
」

　
い
ま
で
は
、
会
え
ば
挨
拶
を

交
わ
す
顔
見
知
り
も
で
き
た
。

　
「
ふ
る
さ
と
を
離
れ
、
高
校
・

大
学
と
都
会
に
移
り
住
ん
で
き

て
、
つ
い
忘
れ
か
け
て
い
た
地

域
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
を
、

生
麦
に
来
て
思
い
出
し
ま
し

た
」
と
い
う
長
柄
さ
ん
は
、
い

つ
の
間
に
か
こ
の
ま
ち
に
し
っ

く
り
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　
だ
が
、
生
活
者
の
目
で
こ
の
ま
ち
を
見
る
と
、

や
は
り
問
題
は
あ
る
。
第
一
京
浜
国
道
が
生
麦
の

ま
ち
を
横
断
し
て
い
る
た
め
、
排
気
ガ
ス
の
影
響

で
空
気
が
あ
ま
り
良
く
な
い
こ
と
。
公
園
な
ど
子

ど
も
が
安
心
し
て
遊
べ
る
ス
ペ
ー
ス
が
少
な
い
こ

と
、
人
と
の
つ
な
が
り
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
住

む
人
々
の
生
活
に
う
る
お
い
を
与
え
る
文
化
的
な

要
素
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
長
柄
さ
ん

は
指
摘
す
る
。
新
住
民
に
と
っ
て
は
、
職
住
近
接

の
便
利
さ
だ
け
で
住
み
続
け
る
に
は
、
つ
ら
い
面

も
あ
る
よ
う
だ
。

　
間
も
な
く
長
柄
さ
ん
は
伴
侶
を
得
て
、
こ
の
ま

ち
を
出
る
。
新
居
は
同
じ
横
浜
市
内
。
「
そ
こ
も

古
い
ま
ち
で
す
が
、
今
度
も
い
い
と
こ
ろ
の
よ
う

で
す
」
と
、
幸
せ
一
杯
の
笑
顔
で
語
っ
て
く
れ
た
。

「蛇も蚊も祭り」は鶴見区に伝わる伝統的なお祭り。地域にとってはかけがえのない文化的財産でもある

鶴見区のよい点・不満な点

５５
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ま　　ち

ま
ち
に
住
む

伝
統
を
ベ
ー
ス
に

新
た
な
感
覚
を

プ
フ
ス
し
た
ま
ち
を

南
区
／
弘
明
寺
商
店
街

笹
川
邦
義
さ
ん
4
7

す
ご
く
お
い
し
く
、

少
し
大
き
く
か

商
売
の
コ
ツ

　
「
南
区
は
ど
ん
な
ま
ち

だ
と
思
い
ま
す
か
？
」
。

区
民
へ
の
こ
ん
な
質
問
に
、

返
っ
て
き
た
の
は
「
庶
民

的
・
下
町
情
緒
・
人
情
味
」

あ
ふ
れ
る
ま
ち
と
い
う
圧

倒
的
な
声
だ
っ
た
（
昭
和

六
十
三
年
「
区
民
意
識
調

査
」
）
。
そ
う
し
た
。
南
区

ら
し
さ
”
を
代
表
す
る
ま

ち
の
ひ
と
つ
が
、
観
音
様

で
有
名
な
弘
明
寺
と
そ
の

界
わ
い
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
「
こ
れ
か
ら

ぱ
、
も
っ
と
特
徴
の
あ
る
、
若
い
人
も
呼
べ
る
よ

う
な
ま
ち
に
し
て
い
か
な
く
て
は
」
と
、
古
さ
を

ま
ち
の
個
性
と
し
て
生
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
発

想
を
つ
け
加
え
た
商
店
街
づ
く
り
を
模
索
し
て
い

る
の
が
、
和
菓
子
の
店
「
盛
光
堂
」
二
代
目
、
笹

川
邦
義
さ
ん
。

　
お
寺
の
文
字
通
り
足
元
に
あ
る
弘
明
寺
商
店
街

は
、
な
つ
か
し
い
雰
囲
気
を
持
っ
た
門
前
商
店
街

だ
。
盛
光
堂
は
、
地
下
鉄
弘
明
寺
駅
前
の
そ
の
商

店
街
の
ア
ー
ヶ
Ｉ
ド
入
口
９
　
に
あ
る
。

　
創
業
は
昭
和
六
年
。
当
時
、
弘
明
寺
は
門
前
こ

そ
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
が
周
囲
は
ま
だ
田
圃
の

農
村
地
帯
だ
っ
た
。
し
か
し
、
創
業
者
の
笹
川
一

似
さ
ん
は
ま
ち
の
将
来
性
に
賭
け
た
よ
う
で
あ
る
。

　
横
浜
の
お
菓
子
屋
さ
ん
の
団
体
、
横
浜
菓
子
協

議
会
の
初
代
会
長
を
務
め
た
一
似
さ
ん
は
、
創
意

と
工
夫
で
知
ら
れ
た
人
。
当
初
は
団
子
と
大
福
が

専
門
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
大
型
に
し
て
、
他
店

と
差
を
つ
け
た
。
薄
利
多
売
で
あ
る
。
お
い
し
く

て
、
し
か
も
、
ち
ょ
っ
と
大
き
い
。
評
判
は
広
ま

り
、
盛
光
堂
は
大
い
に
繁
盛
し
た
と
い
う
。

　
戦
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
弘
明
寺
商
店
街
は
、
市
内

中
心
部
の
商
店
街
が
接
収
な
ど
に
よ
り
回
復
が
遅

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
戦
後
は
大
変
な
賑
わ

い
を
み
せ
た
。
昭
和
三
十
年
に
は
ア
ー
ケ
ー
ド
も

完
成
し
、
南
区
最
多
の
店
舗
数
を
誇
る
商
店
街
と

し
て
活
気
に
あ
ふ
れ
た
。
盛
光
堂
も
忙
し
い
日
々

を
送
る
。

古
い
ま
ち
の
良
さ
に

現
代
を
プ
ラ
ス
す
る

　
邦
義
さ
ん
が
盛
光
堂
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
四
十

二
年
。
二
十
二
歳
の
と
き
だ
っ
た
。
和
菓
子
職
人

が
一
人
前
に
な
る
の
に
五
年
は
か
か
る
。
十
八
歳

の
と
き
に
仙
台
か
ら
上
京
し
て
き
た
邦
義
さ
ん
は
、

東
京
の
和
菓
子
店
で
厳
し
い
修
業
を
積
ん
だ
あ
と
、

横
浜
に
来
た
。
そ
の
横
浜
で
、
盛
光
堂
と
い
う

願
っ
て
も
な
い
職
場
に
出
会
う
。

　
「
職
人
が
た
く
さ
ん
い
る
店
で
は
”
一
本
仕
事
”

と
い
っ
て
、
一
工
程
の
流
れ
作
業
し
か
さ
せ
て
く

れ
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
は
、
和
菓
子
づ
く
り

の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
す
べ
て
を
任
せ
て
く
れ

ま
し
た
か
ら
」

　
店
主
の
一
似
さ
ん
も
、
先
輩
の
職
人
さ
ん
も
、

い
い
腕
を
し
て
い
た
。
丁
寧
で
、
し
か
も
早
い
。

　
「
仕
事
の
”
盗
み
が
い
”
も
あ
り
ま
し
た
」

　
故
郷
の
ま
ち
に
似
た
、
素
朴
で
人
情
味
あ
ふ
れ

る
人
々
が
住
む
こ
の
ま
ち
も
気
に
入
っ
た
。

　
邦
義
さ
ん
が
そ
の
腕
を
見
込
ま
れ
、
一
似
さ
ん

の
長
女
貴
余
江
さ
ん
と
結
婚
、
盛
光
堂
の
二
代
目

を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
七
年
で

観音様のお膝下、弘明寺商店街。往時の勢いを失いつつあるいま、新たな魅力を産み出して再起を図ろうとしている

弘
明
寺
と
南
区
の
西
部
に
広
が
る
新
し
い
ま
ち
を
つ

な
ぐ
バ
ス

まちの名の由来

弘明寺…町内にある弘明寺にちなんで名付けられた。『新

篇武蔵風土記稿』の「弘明寺村」の項に「この村、弘明寺
観音の梵刹ありしによりかく名づけり」の記録がある。
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あ
る
。
平
成
三
年
に
初
代

が
亡
く
な
っ
た
あ
と
は
、

店
は
貴
余
江
さ
ん
に
ま
か

せ
、
職
人
さ
ん
と
二
人
で

初
代
か
ら
受
け
継
い
だ
味

を
守
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
時
代
の
波
は
、

邦
義
さ
ん
が
伝
統
的
な
和

菓
子
づ
く
り
に
安
住
す
る

こ
と
を
許
さ
な
い
。

　
菓
子
の
種
類
の
増
加
や

嗜
好
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、

和
菓
子
の
売
行
き
は
落
ち

て
い
る
。
商
店
街
の
言
貝

と
し
て
、
お
隣
の
上
大
岡

の
再
開
発
の
影
響
も
心
配

だ
。

　
弘
明
寺
ぱ
昔
、
市
電
の

終
点
と
い
う
市
内
交
通
の

要
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

多
く
の
人
々
を
引
き
寄
せ

て
き
た
。
し
か
し
、
地
下

鉄
が
横
浜
か
ら
上
大
岡
ま

で
開
通
し
、
市
電
は
廃
止
。
上
大
岡

が
新
し
く
こ
の
地
域
の
拠
点
と
な
っ

た
た
め
、
弘
明
寺
商
店
街
は
往
時
の

勢
い
を
失
い
つ
つ
あ
る
。

　
そ
ん
な
商
店
街
の
現
状
を
に
ら
み

な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
は
若
い
人
の
嗜

好
に
も
応
え
ら
れ
る
和
菓
子
づ
く
り

を
と
、
邦
義
さ
ん
は
新
た
な
挑
戦
に

意
欲
を
燃
や
す
。
そ
し
て
、
三
代
目

に
は
、
新
し
い
「
創
作
和
菓
子
」
に

も
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
市
電
は
消
え
た
が
、
弘
明
寺
口
か
ら
は
南
永
田

団
地
や
横
浜
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
方
面
へ
の
バ
ス
が
走

っ
て
お
り
、
弘
明
寺
は
い
ま
、
南
区
の
西
部
に
広

が
る
新
し
い
ま
ち
へ
の
拠
点
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る
。
弘
明
寺
商
店
街
の
役
割
は
、
こ
れ
か
ら
が
再

本
番
な
の
だ
。

　
邦
義
さ
ん
が
い
う
「
創
作
和
菓
子
」
と
は
、
新

し
い
弘
明
寺
の
ま
ち
の
姿
を
も
指
し
て
い
る
。
商

店
街
は
常
に
な
ん
ら
か
の
「
新
し
さ
」
を
内
包
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
魅
力
が
、
人
々

を
ま
ち
に
引
き
つ
け
る
の
だ
か
ら
。
そ
の
た
め
に

は
、
単
に
伝
統
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
現
代
的
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
人
々
の
心
の
ニ
ー

ズ
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
に
し
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
次
の
世
代
に
邦
義
さ
ん
が
期
待

す
る
の
は
、
下
町
の
魅
力
を
生
か
し
な
が
ら
も
、

新
鮮
な
味
の
す
る
ま
ち
づ
く
り
だ
。
そ
れ
が
で
き

れ
ば
、
近
隣
の
若
者
た
ち
の
足
も
、
自
然
に
弘
明

寺
に
向
か
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
弘
明
寺
商
店
街
と
盛
光
堂
の
今
後
の
成
功
は
、

ひ
と
え
に
そ
れ
ぞ
れ
の
創
意
と
工
夫
に
か
か
っ
て

い
る
。

弘明寺商店街に構える盛光堂本舗

上の写真は昭和７年の同店

伝統の味を受け継ぐ笹川さん

職人の職業意識2010年頃の住環境として、どんなものが望ましいですか
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ま　　ち

ま
ち
に
住
む

学
生
街
に
掲
げ
た

理
想
の
灯

港
北
区
／
日
吉

喜
多
不
二
麿
さ
ん
7
6

学
生
下
宿
の
い
ま
・
む
か
し

　
「
学
生
の
住
ま
い
は
、
い
ま
や
ア
パ
ー
ト
や
ワ

ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
が
全
盛
。
昔
な
が
ら
の
学

生
下
宿
ス
タ
イ
ル
は
、
個
人
の
空
間
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
が
保
ち
に
く
い
、
大
家
さ
ん
と
の
関
係
が
煩

わ
し
い
な
ど
の
理
由
で
最
近
の
学
生
に
は
敬
遠
さ

れ
、
す
っ
か
り
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
」

　
東
急
東
横
線
日
吉
駅
周
辺
に
は
、
学
生
向
け
の

ア
パ
ー
ト
、
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
が
数
多
く

建
ち
並
ん
で
い
る
。
駅
へ
も
大
学
へ
も
、
歩
い
て

数
分
の
場
所
で
、
女
子
学
生
向
け
の
学
生
下
宿

「
ラ
イ
ジ
ン
グ
・
サ
ン
・
フ
ジ
・
ガ
ー
デ
ン
芙
蓉

ハ
イ
ネ
ズ
」
を
営
む
喜
多
不
二
麿
さ
ん
は
、
昭
和

三
十
年
以
来
、
日
吉
で
学
生
た
ち
の
生
活
を
見

守
っ
て
き
た
。

　
東
横
線
沿
線
の
開
発
は
、
大
正
時
代
、
英
国
の

ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
イ
を
モ
デ
ル
に
渋
沢
栄
一
ら
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
田
園
調
布
に
始
ま
る
。
以
後
、

”
第
四
山
の
手
”
と
し
て
発
展
す
る
こ
の
沿
線
の

日
吉
に
、
昭
和
初
期
、
”
郊
外
の
緑
”
に
か
わ
っ

て
″
学
園
″
を
ま
ち
づ
く
り
の
核
に
し
よ
う
と
す

る
電
鉄
会
社
の
誘
致
に
よ
っ
て
、
慶
応
義
塾
大
学

日
吉
校
舎
が
誕
生
。
港
北
区
の
農
村
地
帯
は
、
実

業
家
や
会
社
員
、
学
生
の
住
む
ま
ち
と
な
る
。

　
芙
蓉
ハ
イ
ネ
ズ
は
、
鉄
筋
五
階
建
て
、
全
室
バ

ス
・
ト
イ
レ
付
き
で
、
家
賃
は
七
万
円
。
八
畳
の

ス
ペ
ー
ス
に
ベ
ッ
ド
、
机
も
備
え
つ
け
て
あ
り
、

全
部
で
十
三
室
。
以
前
は
喜
多
さ
ん
の
住
宅
の
空

き
部
屋
を
提
供
し
て
い
た
が
、
平
成
元
年
に
い
ま

の
建
物
を
建
て
た
そ
う
だ
。

　
学
生
下
宿
を
始
め
た
の
は
、
息
子
さ
ん
が
慶
応

大
学
に
通
い
や
す
い
よ
う
に
と
、
現
在
の
場
所
に

家
を
建
て
た
の
が
き
っ
か
け
と
い
う
。
当
時
、
こ

の
辺
り
は
畑
の
中
に
家
が
ま
ば
ら
に
あ
る
程
度
で
、

下
宿
が
不
足
し
て
い
た
。
そ
こ
で
喜
多
さ
ん
は
、

空
い
て
い
た
部
屋
を
貸
し
始
め
た
の
だ
。
最
初
は

「
六
畳
一
間
の
み
で
、
家
賃
は
賄
い
付
き
で
月
千

円
。
食
事
は
み
ん
な
で
一
緒
。
粗
末
な
フ
ト
ン
、

慶応大学は日吉駅のすぐ前。学生はまちを通らず、校門にすいこまれていく

自宅外生の住まい
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学
生
街
で
あ
り
な
が
ら
、
人
影
が
ま
ば
ら
な
日
吉
の

ま
ち
。
買
い
物
は
渋
谷
、
横
浜
な
ど
で
す
ま
せ
て
い

る
よ
う
だ

まちの名の由来

日吉…昔、字宮前にあった日吉（山王）社に由来する。日

吉は近江国（現、滋賀県）の官幣大社日吉神社の分霊で山

王権現ともいう。



学
生
下
宿
と
は
い
え
整
つ
た
設
備
の
ラ
イ
ジ
ン
グ
ー
サ
ン
・
フ
ジ
・
ガ
ー

デ
ン
芙
蓉
ハ
イ
ネ
ス
。
右
は
昭
和
三
十
年
項
の
喜
多
さ
ん
の
下
宿
。
時
代

の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る

食
卓
の
お
か
ず
も
質
素
と
、
い
ま
の
生
活
水
準
で

は
考
え
ら
れ
な
い
生
活
で
し
た
よ
」
と
当
時
を
振

り
返
る
。

に
対
し
て
は
保
護
者
同
伴

で
面
接
を
行
い
、
喜
多
さ

ん
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
人

は
入
居
を
遠
慮
し
て
も
ら

う
。
人
間
の
身
体
に
は
適

応
し
な
い
か
ら
と
ク
ー
ラ

ー
は
禁
止
、
門
限
は
十
一

時
と
、
い
ま
の
学
生
に

と
っ
て
は
厳
し
い
条
件
付

き
だ
が
、
部
屋
は
い
つ
も

満
室
と
い
う
。

●自宅外生の住まいの設備

　
「
い
ま
の
学
生
は
勉
強
し
な
く
な
っ
た
と
よ
く

い
わ
れ
ま
す
が
、
中
に
は
真
面
目
に
勉
学
に
取
り

組
む
し
っ
か
り
と
し
た
学
生
も
い
ま
す
。
面
接
時

に
勉
学
へ
の
意
欲
を
強
く
感
じ
た
人
に
は
、
無
料

で
部
屋
を
貸
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」

　
週
に
一
度
、
そ
の
た
め
に
つ
く
っ
た
屋
上
の
サ

ン
ル
ー
ム
で
、
一
緒
に
お
茶
を
飲
む
機
会
を
つ

く
っ
て
相
談
相
手
に
な
っ
た
り
、
要
望
を
聞
き
入

れ
た
り
す
る
な
ど
、
間
借
り
し
て
い
る
学
生
た
ち

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
絶
や
さ
な
い
。

　
か
つ
て
主
流
だ
っ
た
学
生
下
宿
は
、
日
吉
に
ア

パ
ー
ト
が
増
え
は
じ
め
た
昭
和
五
十
年
頃
か
ら
急

速
に
減
っ
て
い
っ
た
。
ひ
と
つ
に
は
学
生
の
ラ
イ質素な生活、そして高邁な思索とバランスのとれた

人生をめざすことがモットーの喜多さん

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
も
あ
る
が
、
卒
業
し
た
ら
そ

れ
っ
き
り
と
い
う
近
年
の
学
生
気
質
に
、
大
家
さ

ん
が
嫌
気
が
さ
し
た
と
い
う
面
も
強
い
。

　
学
生
た
ち
は
一
日
の
大
半
を
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中

で
過
ご
し
、
買
い
物
や
遊
び
は
渋
谷
や
横
浜
へ
出

て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
だ
か
ら
日
吉
の
駅
前
は
、

数
千
人
の
学
生
が
通
う
ま
ち
に
し
て
は
店
の
数
が

少
な
い
。

　
自
分
の
住
む
地
域
と
の
接
点
は
下
宿
先
の
大
家

さ
ん
だ
け
と
い
う
学
生
た
ち
の
た
め
に
も
、
喜
多

さ
ん
は
学
生
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

途
絶
え
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
学
生

た
ち
が
思
索
と
息
抜
き
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
学

生
生
活
が
送
れ
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
、
こ
の

日
吉
に
期
待
し
て
い
る
。
学
園
都
市
に
ふ
さ
わ
し

い
文
化
の
集
積
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な

ま
ち
の
実
現
の
た
め
に
も
、
喜
多
さ
ん
は
学
生
と

ま
ち
の
接
点
の
役
割
を
続
け
て
い
く
つ
も
り
で
あ
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ク
ー
ラ
ー
と
不
真
面
目
学
生
お
こ
と
わ
り

　
か
つ
て
、
地
中
に
あ
る
有
限
の
鉱
物
を
む
や
み

に
掘
り
出
す
仕
事
に
疑
間
を
も
っ
て
、
勤
め
て
い

た
鉱
物
資
源
会
社
を
辞
め
、
実
家
で
農
耕
生
活
を

送
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
喜
多
さ
ん
に
と
っ
て
は
、

自
然
と
調
和
し
な
が
ら
質
素
な
暮
ら
し
を
営
む
生

き
方
が
理
想
だ
。
芙
蓉
ハ
イ
ネ
ス
に
は
、
そ
ん
な

喜
多
さ
ん
の
理
想
主
義
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。

　
勉
学
に
励
む
学
生
に
は
協
力
し
た
い
と
い
う
喜

多
さ
ん
は
、
不
真
面
目
な
学
生
に
は
部
屋
を
貸
さ

な
い
。
芙
蓉
ハ
イ
ネ
ス
は
設
備
と
し
て
は
ワ
ン

ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
が
、
学
生
下
宿
の
ス
タ
イ

ル
は
い
ま
で
も
守
り
続
け
て
い
る
。
入
居
希
望
者

る
。

　
卒
業
し
た
学
生
と
も
末
永
く
付
き
合
い
た
い
と

い
う
喜
多
さ
ん
の
も
と
に
は
、
毎
年
、
こ
の
下
宿

か
ら
巣
立
っ
て
い
っ
た
人
た
ち
か
ら
年
賀
状
が
届

く
。
そ
の
数
は
実
に
一
八
〇
通
を
越
え
る
そ
う
だ
。
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