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東
京
湾
と
と
も
に
生
き
る
町

金
沢
区
・
柴
町

昔
か
ら
の
漁
師
町

　
京
浜
急
行
、
金
沢
文
庫
駅
で
下
車
、
「
柴
町
」
行
の

バ
ス
に
乗
る
。
古
く
か
ら
あ
る
神
社
や
家
並
み
に
ま
じ

っ
て
、
洒
落
た
つ
く
り
の
出
窓
の
あ
る
家
々
が
建
つ
ま

ち
な
み
を
ぬ
け
、
終
点
ま
で
行
く
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

海
に
む
か
っ
て
し
ば
ら
く
歩
い
た
と
こ
ろ
に
、
柴
の
漁

港
が
あ
る
の
だ
。

　
柴
町
の
歴
史
は
古
く
、
江
戸
時
代
か
ら
記
録
が
の
こ

っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
町
に
古
く
か
ら
住
ん
で
い
る

人
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
昔
、
富
岡
の
近
く
の
長
浜

と
い
う
町
に
観
音
様
が
あ
っ
て
、
多
く
の
人
び
と
が
集

ま
り
、
町
が
で
き
て
い
た
。
そ
の
町
が
津
波
で
流
さ
れ

て
、
人
び
と
が
こ
の
地
に
移
り
す
ん
だ
。
こ
れ
が
柴
町

の
始
ま
り
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
新
編

武
蔵
風
上
記
稿
に
は
「
あ
る
い
は
小
柴
村
と
も
い
う
」

と
・
記
さ
れ
て
お
り
、
「
小
柴
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
の
町
は
、
ち
ょ
っ
と

外
か
ら
見
た
だ
け
で
は
。
漁
港
の
あ
る
漁
師
町
が
あ
る

と
は
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
埋
め
立
て

ら
れ
る
ま
え
は
家
の
前
が
す
ぐ
海
だ
っ
た
た
め
、
山
を

ぬ
け
る
と
海
が
目
の
前
に
ひ
ら
け
て
い
た
そ
う
だ
。
今

は
漁
港
と
、
そ
こ
か
ら
沖
に
む
か
っ
て
水
路
が
あ
る
だ

け
で
、
町
は
陸
地
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
遠
く
キ
ラ
キ
ラ

と
光
る
海
が
、
と
の
特
殊
な
立
地
条
件
の
せ
い
も
あ
っ

て
、
な
か
な
か
海
だ
と
は
信
じ
が
た
い
。

　
い
ま
だ
に
本
家
と
分
家
と
い
う
血
縁
関
係
が
の
こ
っ

て
お
り
、
古
い
習
慣
や
行
事
も
の
こ
っ
て
い
る
。
斉
田
、

小
山
、
黒
川
、
森
田
、
宍
倉
な
ど
、
同
じ
姓
が
こ
の
町

に
は
多
い
。
そ
の
た
め
、
名
字
で
呼
ん
で
は
ま
ぎ
ら
わ

し
い
の
で
、
屋
呼
で
呼
ぶ
習
慣
が
あ
る
と
言
う
。
そ
う

い
っ
た
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
”
柴
町
気
質
″
と
し
て
、

の
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

■水揚量の推移
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か
り
だ
っ
た
こ
の
町
の
周
囲
に
も
、
た
く
さ
ん
の
マ
ン

シ
ョ
ン
や
家
が
建
ち
、
人
工
砂
浜
の
あ
る
「
海
の
公
園
」

の
工
事
も
ど
ん
ど
ん
進
み
、
人
の
流
れ
も
変
わ
っ
て
き

た
。
古
く
か
ら
住
ん
で
い
る
人
に
加
え
て
、
新
し
く
多

く
の
人
び
と
が
入
っ
て
き
た
の
だ
。

　
埋
め
立
て
が
き
ま
っ
た
と
き
、
柴
町
と
野
島
以
外
の

漁
業
協
同
組
合
は
漁
業
権
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。
し
か
し
、
柴
町
は
漁
業
を
続
け
る
こ
と
に
き
め
、

新
た
に
漁
業
協
同
組
合
を
つ
く
っ
た
の
だ
。
今
で
は
若

い
人
た
ち
が
就
職
後
”
Ｕ
タ
ー
ン
”
し
て
漁
業
に
も
ど

る
こ
と
も
多
く
、
若
い
漁
師
が
集
ま
っ
て
漁
業
の
研
究

や
改
善
を
話
し
あ
う
漁
業
研
究
会
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

魚
の
生
態
を
知
る
こ
と
が
必
要
と
、
飼
育
や
養
殖
な
ど

を
続
け
て
い
る
。
昔
か
ら
の
”
漁
師
魂
”
が
脈
々
と
う
け

都
市
化
と
漁
業

　
柴
で
は
、
明
治
時
代
か
ら
ノ
リ
の
養
殖
、
み
る
貝
の

採
取
、
ア
サ
リ
の
養
殖
な
ど
意
欲
的
に
取
り
組
み
、
昭

和
2
0
年
代
に
現
在
の
漁
港
を
き
づ
き
あ
げ
る
な
ど
、
積

極
的
に
漁
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
時
代
の

流
れ
は
そ
の
港
を
も
大
き
な
陸
地
で
囲
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
そ
う
し
て
、
埋
め
立
て
以
前
は
釣
り
人
が
訪
れ
る
ば
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つ
が
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
昔
、
夏
の
夕
暮
れ
に
お
年
寄
り
が
夕
涼
み
に
集
ま
っ

た
と
い
う
「
熊
野
神
社
」
。
目
の
前
に
は
１
８
０
度
ず

っ
と
海
が
広
が
り
、
気
持
ち
よ
い
潮
風
が
ふ
い
て
い
た

と
い
う
。
今
、
こ
の
場
所
へ
行
っ
て
み
る
と
海
は
遠
く
、

海
岸
線
に
沿
っ
て
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
軌
道
が
建
設
中

で
、
近
く
の
漁
港
の
裏
手
に
は
建
て
ら
れ

た
ば
か
り
の
白
い
四
階
建
マ
ン
シ
ョ
ン

が
あ
る
。
少
し
歩
い
て
行
く
と
、
明
ら

か
に
新
築
と
分
か
る
２
階
建
て
の
テ
ラ

ス
ハ
ウ
ス
が
ず
ら
っ
と
な
ら
ん
で
い
る
。

　
つ
い
最
近
、
引
っ
越
し
て
き
た
人
に

話
を
聞
い
て
み
る
と
、
「
近
く
に
海
が

あ
り
、
公
園
が
あ
り
、
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ

ー
が
あ
り
、
テ
ニ
ス
ス
ク
ー
ル
も
ゴ
ル

フ
の
練
習
場
も
あ
る
。
バ
ス
で
金
沢
文

庫
駅
ま
で
行
く
の
が
ち
ょ
っ
と
面
倒
だ

け
ど
、
そ
れ
を
さ
し
ひ
い
て
も
、
じ
ゅ

う
ぶ
ん
に
す
ば
ら
し
い
環
境
だ
」
と
絶

賛
し
て
い
た
。

　
新
交
通
シ
ス
テ
ム
「
金
沢
シ
ー
サ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
は
昭
和
6
4
年
夏
に
暫
定
開

業
す
る
予
定
。
開
業
す
る
と
、
新
杉
田

ま
で
乗
り
換
え
も
な
く
、
バ
ス
に
も
乗
ら

ず
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
埋

め
立
て
に
よ
り
急
激
に
変
化
し
た
柴
町

は
さ
ら
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ

”
都
市
型
漁
業
”
を
め
ざ
し
て

　
柴
は
も
と
も
と
半
農
半
漁
の
町
だ
っ
た
。
今
で
も
畑

の
肥
料
に
ジ
ヤ
コ
の
殼
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
漁
業
と
農
業
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
成

立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
は
農
業
は
自
給
自
足
程
度

に
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
。
海
を
囲
ん
で
い
る
由
に
の

ぼ
っ
て
み
る
と
、
昔
は
ノ
リ
を
乾
か
し
た
と
い
う
畑
が

多
く
あ
る
が
、
農
業
は
そ
れ
ほ
ど
さ
か
ん
で
は
な
い
。

■東京湾埋め立ての変遷
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そ
れ
に
比
べ
る
と
、
漁
業
は
安
定
し
て
い
る
。
東
京

湾
の
汚
染
も
。
時
ほ
ど
で
は
な
く
な
り
、
毎
年
漁
獲
高

も
平
均
し
て
い
る
し
、
効
率
も
と
て
も
よ
い
。
築
地
の

魚
市
場
で
小
柴
の
シ
ヤ
コ
と
い
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た

も
の
だ
。
鮨
屋
で
も
わ
ざ
わ
ざ
「
今
日
は
小
柴
の
シ
ヤ

コ
が
あ
る
よ
」
と
宣
伝
し
て
か
ら
握
っ
て
く
れ
る
そ
う

だ
。
柴
の
特
産
物
は
圧
倒
的
に
ジ
ヤ
コ
で
、
そ
の
ジ
ヤ

コ
が
豊
富
に
と
れ
る
の
で
あ
る
。
柴
は
漁
港
と
し
て
、

確
実
に
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
。

　
「
金
沢
区
に
漁
港
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た

い
」
と
、
横
浜
市
漁
業
協
同
組
合
柴
支
所
が
魚
介
類
の

直
売
所
を
ひ
ら
い
て
い
る
。
揚
所
は
柴
漁
港
の
す
ぐ
わ

き
。
土
用
目
と
日
曜
日
の
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で
ひ

ら
い
て
い
る
。
地
元
の
人
だ
け
で
な
く
、
遠
く
か
ら
わ

ざ
わ
ざ
車
で
く
る
人
も
多
い
。
そ
れ
ほ
ど
新
鮮
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
か
ら
多
く
の
人
が
、
こ
の
町
を
訪
れ
る
こ

と
を
考
え
て
、
も
う
少
し
規
模
を
大
き
く
す
る
か
も
し

れ
な
い
と
柴
支
所
の
人
は
言
っ
て
い
る
。
柴
は
都
市
の

な
か
で
、
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
横
浜
の
は
ず
れ
に
あ
る
、
知
る
人
も
あ
ま
り
い
な
い

古
く
て
新
し
い
漁
港
。
周
回
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
漁
揚

が
せ
ば
め
ら
れ
て
も
、
東
京
湾
の
自
然
の
恵
み
を
求
め

て
、
活
路
を
見
い
だ
し
て
い
こ
う
と
す
る
ま
ち
。
新
し

い
人
ひ
と
、
新
し
い
建
物
、
新
し
い
交
通
機
関
、
新
し

い
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
は
い
っ
て
き
て
も
、
柴
町
は
漁
業

を
続
け
、
古
い
習
慣
を
ま
も
る
だ
ろ
う
。

　
限
浜
の
海
の
歴
史
が
、
港
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と

を
、
こ
の
ま
ち
は
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
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海の公園と柴漁港
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