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一
八
八
九
年
に
横
浜
市
が
生
ま
れ
た

時

私
た
ち
の
戸
塚
区
は
神
奈
川
県
鎌か

ま

倉く
ら

郡ぐ
ん

に
属
し
て
い
ま
し
た

村
や
町
が
何
度

か
変
わ

た
後

一
九
三
九
年
に
横
浜
市

に
な
り
ま
し
た

そ
の
こ
ろ
の
戸
塚
区
は
瀬
谷
区
・
泉

区
・
栄
区
を
含
む
広
い
地
域
で
し
た
が

一
九
六
九
年
に
瀬
谷
区
を

一
九
八
六
年

に
泉
区
・
栄
区
を
分
区
し
て
現
在
の
形
に

な
り
ま
し
た

現
在
の
戸
塚
区
は

面
積
は
三
五
・
七

平
方
キ
ロ
メ

ト
ル
と
横
浜
で
一
番
広

く

人
口
は
お
よ
そ
二
十
五
万
九
千
人
で

す

（
二
〇
〇
四
年
七
月
一
日
現
在
）

私
た
ち
の
戸
塚
区
は
昔

ど
ん
な
所
だ

た
の
で
し

う
か

青葉区 

都筑区 

緑区 

旭区 
瀬谷区 

泉区 

栄区 

港南区 

金沢区 

磯子区 

南区 

西区 

中区 

保土ケ谷区 

戸塚区 

神奈川区 

港北区 

鶴見区 

誕生したときの横浜市 

現在の横浜市 

誕生したときの戸塚区 

現在の戸塚区 

町
と

川
の

歴
史

戸
塚



1819

一
〜
二
万
年
前
は
氷
河
期

ひ
ょ
う
が
き

と
呼
ば
れ
地
球
全
体
が
と
て
も
寒
い
時
期
で
し

た
。
海
水
面
は
現
在
よ
り
百
メ
ー
ト
ル
以
上
低
く
、
日
本
列
島
は
ア
ジ
ア
大
陸

と
陸
続
き
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
東
京
湾わ
ん

も
陸
地
に
な
っ
て
い
て
、
人
び
と
は

ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
な
ど
の
大
型
動
物
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
の
人
び
と
は
、
石
で
作
っ
た
弓
矢
を
使
っ
て
狩か

り

を
し
、
魚
介
類
や

木
の
実
な
ど
を
採
っ
て
、
食
糧

し
ょ
く
り
ょ
うと

し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
頃
の
も
の
が
神

奈
川
県
内
で
も
多
数
発
見
さ
れ
て
い
て
、
戸
塚
区
で
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
は
土
器
が
な
か
っ
た
の
で
、
無
土
器

む

ど

き

時
代
ま
た
は
先
土
器

せ

ん

ど

き

時
代
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。

地
球
が
暖
か
く
な
る
と
、少
し
ず
つ
氷
河
が
溶
け
て
海
面
が
高
く
な
り
ま
す
。

最
も
海
進
か
い
し
ん

＊
が
進
ん
だ
約
六
千
年
前
に
は
、
柏
尾
川
流
域
も
低
い
と
こ
ろ
は
海

だ
っ
た
と
推
測

す
い
そ
く

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
戸
塚
駅
の
地
下

鉄
工
事
を
行
っ
た
と
き
、
海
に
い
る
貝
殻
か
い
が
ら

が
た
く
さ
ん
で
て
き
ま
し
た
。

こ
の
頃
は
土
器
に
つ
け
ら
れ
た
縄
目
な
わ
め

の
模
様
か
ら
縄
文

じ
ょ
う
も
ん

時
代
（
約
一
万
年

前
か
ら
紀
元
前
三
世
紀
こ
ろ
ま
で
）
と
言
わ
れ
、
様
々
な
土
器
や
貝
塚
、
竪た
て

穴あ
な

式し
き

住
居
の
跡あ
と

が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
縄
文
時
代
の

終
わ
り
頃
に
な
る
と
、
神

奈
川
県
内
で
は
遺
跡
い
せ
き

が
極

端た
ん

に
少
な
く
な
り
ま
す
。

そ
の
理
由
は
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
一
説
に
は

富
士
山
の
火
山
活
動
で
大

量
の
火
山
灰
が
降
り
動
植

物
の
生
息
に
大
き
な
影え
い

響
き
ょ
う

が
あ
っ
て
、
縄
文
人
が
生

き
て
い
け
な
か
っ
た
と
も

推
測
す
い
そ
く

さ
れ
て
い
ま
す
。

太
古
、戸
塚
は
海
だ
っ
た
？
！

稲
作
の
始
ま
り
は
争
い
の
始
ま
り

大
き
な
お
墓
は
力
の
象
徴

約
二
千
年
前
に
、
柏
尾
川
流
域
も
現
在
の
よ
う
な
地
形
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
に
は
水
田
で
米
が
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
人
々
は
一
ヶ
所
に
留
ま
っ
て
集
落
を
作
っ
て
住
む

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
集
落
の
中
に
は
、

収
穫
物

し
ゅ
う
か
く
ぶ
つ
な
ど
を
め
ぐ
る
ム
ラ
同
士
の
争
い
か
ら
ム
ラ
を
守

る
た
め
、
周
囲
を
溝み
ぞ

で
囲
ん
だ
「
環
濠
集
落

か
ん
ご
う
し
ゅ
う
ら
く
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
時
代
は
弥
生
や
よ
い

時
代
と
呼
ば
れ
、
日
本
の
歴
史
の
中
で

初
め
て
農
耕
が
生
活
の
中
心
に
な
っ
た
時
代
で
す
。
そ
し
て

金
属
製
の
道
具
が
使
わ
れ
始
め
た
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。

今
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
戸
塚
区
で
も
環
濠
集
落
の
跡あ
と

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。（
上
柏
尾
町
・
上
矢
部
町
）
ま
た
、

ム
ラ
の
外
に
は
お
墓
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

三
世
紀
後
半
〜
七
世
紀
に
は
日
本
各
地
で
大
き
な
お
墓
（
古
墳

こ
ふ
ん

）
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
代
を
古
墳
時
代
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
墓

に
埋
葬

ま
い
そ
う

さ
れ
た
の
は
、
各
地
の
有
力
な
首
長
と
み
ら

れ
、
そ
の
形
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
力
な

首
長
の
間
に
は
、
あ
る
程
度
の
連
合
関
係
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

戸
塚
区
で
も
い
く
つ
か
の
古
墳
が
発
掘

は
っ
く
つ

さ
れ
て
い

ま
す
。
古
墳
は
開
発
な
ど
の
た
め
今
で
は
残
っ
て
い

ま
せ
ん
が
、
横
浜
市
歴
史
博
物
館
で
上
矢
部
町

か
み
や
べ
ち
ょ
う

富ふ

士じ

山さ
ん

古
墳
か
ら
出
土
し
た
人
や
馬
な
ど
の
埴
輪
は
に
わ

を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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横浜市 
歴史博物館 

行ってみよう！ 
海進・海退 一口メモ 

かいしん かいたい 

海水面の高さが変動することによって、海岸

線が陸地側に移動したり、逆に退いたりするこ

とを海進・海退といいます。海水面の高さの変

動は、大陸の上にたまっている氷河の量が、気

候の寒暖とともに変化したり、地盤が盛り上が

ったり、沈んだりすることによって引き起こさ

れると考えられています。
（横浜歴史博物館資料）

▲ムラの中のくらし模型（横浜市歴史博物館蔵） ▲縄文時代の海岸線想定図　
「広報よこはま戸塚区版」平成7年4月号掲載

▲上矢部町富士山古墳より出土した埴輪。
（横浜市歴史博物館蔵）

▲住居を建てる人びと（横浜市歴史博物館蔵）

▲環濠集落イメージ図

▲コメの脱穀（横浜市歴史博物館蔵） ▲方形周溝墓への埋葬（横浜市歴史博物館蔵）

戸塚 町と川の歴史

こ
れ
が
環
濠
集
落
の
イ
メ

ー
ジ
だ
よ
。
周
り
に
溝

（
こ
い
茶
色
）
が
あ
っ
て
橋

が
か
か
っ
て
い
る
ね
。



人
が
ま
と
ま

て
住
む
よ
う
に
な
る
と

支
配
す
る
人

支
配
さ
れ
る
人
が

出
て
き
ま
す

「
律
令

り
つ
り

う

」
と
い
う
法
律
で
国
を
治
め
て
い
た
頃こ

ろ

（
八

十
二
世

紀
）

戸
塚
区
は
相
模
国

さ
が
み
の
く
に

の
鎌
倉
郡
の
一
部
で
し
た

鎌
倉
に
郡
の
役
所

（
郡
衙

ぐ

ん

が

）
が
あ
り

現
在
と
同
じ
よ
う
に
戸
籍

こ

せ

き

や
租
税

そ

ぜ

い

台
帳
な
ど
が
作
ら
れ

こ
れ
ら
を
基
に
地
域
が
治
め
ら
れ
て
い
ま
し
た

ま
た

そ
れ
ぞ
れ
の
国
へ
政
府
の
命
令
（
政
令
）
を
伝
達
す
る
た
め

七
つ

の
官
道
＊
が
整
備
さ
れ
ま
し
た

後
の
伝
馬

で

ん

ま

制
の
基
礎
に
な

た
駅
馬

ほ

ゆ

ま

・

伝
馬

つ
た
わ
り
う
まの

し
く
み
は
こ
の
と
き
か
ら
始
ま

て
い
ま
す

開
墾

か
い
こ
ん

し
た
土
地
の
私
有
を
認
め
る
制
度
と
と
も
に
律
令
制
度
が
く
ず
れ

権

力
を
持
つ
人
が
自
分
の
土
地
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
い
き
ま
し
た

そ
の
よ
う

な
土
地
を
荘
園

し

う
え
ん

そ
し
て
そ
こ
を
支
配
す
る
人
を
荘
園
領
主

し

う
え
ん
り

う
し

と
い
い
ま
し
た

柏
尾
川
流
域
に
は
山
内
首
藤
氏

や
ま
の
う
ち
し

ど
う
し

と
言
う
荘
園
領
主
が
支
配
す
る
山
内
荘

や
ま
の
う
ち
し

うが
広
が

て
い
ま
し
た

そ
の
頃
の
古
い
文
書
に
山
内
荘
秋
庭
郷

や
ま
の
う
ち
し

う
あ
き
ば
ご
う

や
山
内
荘
舞
岡
郷

山
内
荘
吉
田
郷

秋
庭
郷
内
那
瀬
村

あ
き
ば
ご
う
の
う
ち
な
せ
む
ら

・
品
濃
村
な
ど

現
在

も
あ
る
地
名
が
出
て
く
る
の
は
興
味
深
い

こ
と
で
す

相
模
国
鎌
倉
郡

て
ど
こ
の
こ
と
？

鎌
倉
か
ら
小
田
原
そ
し
て
江
戸
へ

武
士
の
登
場
と
武
士
に
よ
る
支
配

十
一
世
紀
の
初
め

藤
原
氏
が
「
わ
が
世
の
春
」
を
う
た

て
い
た
頃こ

ろ

地
方
で
は
政
治
が
乱
れ
て

盗
賊

と
う
ぞ
く

が
は
び
こ
る
よ
う
に
な
り

荘
園

し

う
え
ん

の
領
主

は
一
族
や
郎
等

ろ
う
と
う

（
使
用
人
）
に
武
芸
を
磨み

が

か
せ
武
力
を
蓄

た
く
わ

え
て
自
分
で
自
分

の
土
地
を
守
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

武
士
の
登
場
で
す

源
氏

げ

ん

じ

も
こ
う
し
て
力
を
つ
け

源
頼
朝

み
な
も
と
の
よ
り
と
もが

鎌
倉
に

幕
府

ば

く

ふ

を
開
き
ま
す

こ
の
時

山
内
首
藤
氏

や
ま
の
う
ち
し

ど
う
し

は
源
氏
側
に
つ
か
な
か

た
の

で

領
地
を
没
収

ぼ

し

う

さ
れ
追
放
さ
れ
ま
し
た

鎌
倉
幕
府
が
開
か
れ
る
と

源
氏
に
味
方
し
た
武
士
に
領
地
（
恩
賞

お
ん
し

う

）
が

与
え
ら
れ

そ
れ
ま
で
と
支
配
者
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た

山
内
荘
は
農
業

生
産
力
が
高
か

た
の
で

鎌
倉
幕
府
の
北
の
要
所
と
し
て
幕
府
が
直
接
治
め

る
領
地
（
直
轄
地

ち

か
つ
ち

）
に
な
り
ま
し
た

ま
た

鎌
倉
と
各
地
を
結
ぶ
道
が
発
達
し

最
も
主
要
な
道
は
上
の
道
・
中

の
道
・
下
の
道
と
呼
ば
れ
ま
し
た

戸
塚
区
に
は
上
の
道
（
鎌
倉

俣
野

瀬

谷

府
中

信
濃
追
分
）
と
中
の
道
（
鎌
倉

柏
尾

名
瀬

二
俣
川

川
和

世
田
谷

古
河
）
が
通

て
い
ま
し
た

「
吾
妻
鏡

あ
ず
ま
か
が
み

＊
」
に
よ
る
と

源

頼

朝

み
な
も
と
の
よ
り
と
もが

奥
州
征
伐

お
う
し

う
せ
い
ば
つ

の
時
に
通

た
の
は
中
の
道
だ

た
よ
う
で
す

室
町
幕
府
は
鎌
倉
に
関
東
管
領

か
ん
と
う
か
ん
れ
い

と
い
う
職
を
置
い
て
関
東
を
支
配
し
て
い
ま

し
た

山
内
荘
は
引
き
続
き
幕
府

ば

く

ふ

の
直
轄
地

ち

か
つ
ち

だ

た
よ
う
で
す

戦
国
時
代
（
十
六
世
紀
）
に

南
関
東
は
小
田
原
北
条
氏

ほ
う
じ

う
し

の
支
配
下
に
な
り
ま

し
た

相
模
国

さ
が
み
の
く
に

の
政
治
の
中
心
が
小
田
原
に
移
り

商
工
業
の
中
心
も
小
田
原

に
移
り
ま
し
た

そ
れ
と
と
も
に
鎌
倉
は
さ
び
れ

農
村
や
漁
村
の
よ
う
に
な

て
し
ま
い
ま
し
た

こ
の
こ
ろ
の
村
人
た
ち
は

ふ
だ
ん
は
農
作
業
を
行

て
い
ま
し
た
が

戦

争
が
近
づ
く
と
戦
い
に
駆か

り
出
さ
れ
た
り

物
資
を
運
ぶ
人
足
と
し
て
働
か
さ

れ
た
り
し
ま
し
た

戦
国
時
代
の
終
わ
り

小
田
原
北
条
氏
は
豊
臣
秀
吉

と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

に
よ
り
滅
ぼ
さ
れ

関

東
の
大
部
分
は

こ
の
と
き
功
績

こ
う
せ
き

の
あ

た
徳
川
家
康

と
く
が
わ
い
え
や
す

に
与
え
ら
れ
ま
し
た

そ
の
後

江
戸
幕
府
に
変
わ

て
か
ら
も
江
戸
に
拠
点

き

て
ん

が
置
か
れ
ま
し
た

小

田
原
北
条
氏
が
領
地
を
支
配
す
る
た
め
に
行

た
検
地
や
伝
馬

で

ん

ま

制
度
は

家
康

に
よ

て
も
踏
襲

と
う
し

う

さ
れ
ま
し
た

江
戸
幕
府
は

戸
塚
な
ど

江
戸
城
に
近
い
と
こ
ろ
を
直
轄
地
や
旗
本

は
た
も
と

（
関

が
原
の
戦
い
以
前
か
ら
の
徳
川
家
の
家
臣

か

し

ん

）
領
と
し
ま
し
た

戸
塚
一
帯
を
治
め
る
こ
と
に
な

た
の
は

代
官
頭
彦
坂
元
正

ひ
こ
さ
か
も
と
ま
さ

で

泉
区
岡お

か

津つ

町
に
役
所
（
陣
屋

じ

ん

や

）
を
構か

ま

え

各
地
に
家
来
（
手
代

て

だ

い

）
を
置
い
て
支
配
し
て

い
た
よ
う
で
す

ち
な
み
に
彦
坂
元
正
は

戸
塚
宿
の
本
陣

ほ
ん
じ
ん

沢
辺
家
か
ら
妻
を

迎む
か

え
て
い
ま
す

七つの官道 
一口メモ 

東海・東山・北陸・山陰・山陽・南

海・西海の7つの道があり、その道

に沿って政治を行う区域が分かれて

いました。こんなに昔から「東海道」

という名前が使われてたなんて驚き

だね。

名
瀬 

山 

品 

濃 

田 

柏 

野 

中 

野 

岩 

瀬 

山 

小
袋
台 

長尾台 

崎 

公
田 

桂 

庭 
金 

井 

尾 

秋
葉 矢

部 

戸
塚 

倉
田 

長
沼 

飯
島 

小
雀 田

谷 

小
菅
谷 

永
谷 

鍛
冶
ケ
谷 

上
野 

今
泉 山

内 

大
船 

笠
間 

梶
原 

舞
岡 

吉
田 

吾妻鏡 一口メモ 

あずまかがみ 

「吾妻鏡」は鎌倉幕府が作った

幕府の歴史を記録したもので、当

時を知る重要な資料。時の政府が

記録として作った歴史書には、古

くは「日本書紀」「続日本記」な

どがあるよ。

上の道 

上 野  

武 蔵  

甲 斐  

相 模  

鎌倉 

府中 

瀬谷 二俣川 

名瀬 俣野 

下 総  

上 総  

安 房  

駿

河

 

下 野  

東海道 

中の道 

下の道 古河 

関東諸国から鎌倉への道

（『日本歴史展望第4巻 鎌倉武士の御恩と奉公』旺文社刊より作成） ▲鎌倉 上の道（東保野町八坂大神付近）

▲山内荘荘域図
出典「戸塚区の歴史上巻」

▲延喜式による五畿七道
（「神奈川の東海道（上）」より作成）

▲鎌倉の町並復元模型（横浜市歴史博物館蔵）

武蔵と相模の国境 

2021

保土ケ谷区と戸塚区の区境に境木地

蔵尊があります。この境木という地名

は、昔、武蔵国と相模国の境を示す杭

があったことによると言われています。

江戸を発った旅人が東海道で初めてこ

える国境が境木でした。ここは尾根に

なっており、旅人は茶屋で名物の牡丹

餅を食べながら一休みしたようです。

境木をこえると、そこは相模国。分

区前の戸塚区は相模国に属しており、

その区境は武蔵と相模の国境でもあり

ました。

境川（柏尾川の本流）も、上流が武

蔵と相模の国境を流れていることから

その名がついたと言われています。そ

して、下流ではこの二つの国の境と鶴

見川・境川の分水嶺が一致しています。

国を分けてしまうほど、川は昔の人び

とにとって生活に影響を与えるものだ

ったのです。

戸塚 町と川の歴史

「
い
ざ
鎌
倉
」
と
い
う
言
葉
が
あ

て

鎌
倉
の
御
家
人
の
多
く
は

ふ

だ
ん
は
自
分
の
領
地
に
住
み
争
い
や

事
件
が
お
こ
る
と

鎌
倉
に
か
け
つ

け
る
こ
と
に
な

て
い
た
ん
だ



原宿一里塚 

上方見付 
国道１号線 

柏尾川 

富
塚
八
幡 

海
蔵
院 

脇
本
陣 

問
屋 

清
源
院 大

橋 

元
町
一
里
塚 

江
戸
方
見
付 

宝
蔵
院 

不
動
坂 

赤
関
橋 

東
戸
塚
駅 

戸
塚
駅 

市
営
地
下
鉄 

大
山
道 

本
陣
跡 

浅間神社 

品
濃
一
里
塚 

2223

東
海
道
と
戸
塚
宿
成
立
の
話

黒
船
が
来
た
！
横
浜
の
開
港

江
戸
に
拠
点
を
定
め
た
徳
川
家
康
は

一
六
〇
一
年
か
ら
江
戸
と

全
国
各
地
を
結
ぶ
主
要
な
道
路
を
整
備
し
ま
す

特
に
重
要
な
の
が

東

海

道

・

中

山

道

な
か
せ
ん
ど
う

・

甲
州
街
道

こ
う
し

う
か
い
ど
う

・

日

光

街

道

に

こ
う
か
い
ど
う

・

奥
州
街
道

お
う
し

う
か
い
ど
う

（
五
街
道

ご
か
い
ど
う

）
で
し
た

戸
塚
は
東
海
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え

そ
の
様
子
は
歌
川
広
重

う
た
が
わ
ひ
ろ
し
げ

の
浮
世
絵

う

き

よ

え

「
東
海
道
五
十
三
次つ

ぎ

」
な
ど
に
描
か
れ
て
い
ま
す

当
時

の
一
般
的
な
旅
で
は

江
戸
を
発た

た
旅
人
が
最
初
に
宿
泊

し

く
は
く

し
た
の

が
戸
塚
宿
で
し
た

実
は

東
海
道
が
で
き
た
当
初

戸
塚
は
宿

し

く

と
し
て
指
定
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た

し
か
し

保
土
ケ
谷

藤
沢
間
は
と
て
も
距
離

き

り

が
長
か

た
た
め

実
際
に
は
人
や
荷

物
を
運
ん
で
稼か

せ

ぐ

者
も

旅
籠

は

た

ご

も
あ

た
よ
う
で
す

戸
塚
で
は

正
式

に
宿
と
し
て
の
活

動
が
で
き
る
よ
う

幕
府
に
「
人じ

ん

馬ば

継つ
ぎ

立た
て

願
ね
が
い

」
を
出
し
一

六
〇
四
年
に
認
可

さ
れ

戸
塚
宿
が

成
立
し
ま
し
た

こ
の
後
東
海
道

は
参
勤
交
代
を
契

機
に
飛
躍
的
に
発

達
し
ま
す

江
戸
末
期
に
ペ
リ

が
浦
賀

う

ら

が

沖
に
来
港
し
て
か
ら

幕
府
は
鎖
国

さ

こ

く

を
止や

め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た

一
八
五
八
年
日
米
通
商
修
好

条
約
が
締
結

て
い
け
つ

さ
れ

横
浜
が
開
港
し
ま
し
た

こ
の
と
き
幕
府
の

交
換
使
節
団

こ
う
か
ん
し
せ
つ
だ
ん

の
代
表
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
行

た
の
が

品
濃
町
付

近
を
治
め
て
い
た
旗
本
新
見
正
興

は
た
も
と
し
ん
み
ま
さ
お
き

で
す

幕
末
に
は

将
軍
の
上
洛

じ

う
ら
く

や
長
州
征
伐

ち

う
し

う
せ
い
ば
つ

・
官
軍
東
征

か
ん
ぐ
ん
と
う
せ
い

な
ど
で
東
海

道
の
交
通
量
は
激
増
し
ま
し
た

東
海
道
の
維
持
に
あ
た

た
村
々

の
負
担
は
重
か

た
よ
う
で
す

ま
た

開
港
後
は
横
浜
に
外
国
人
の
居
留
地

き

り

う
ち

＊
が
で
き

東
海
道

は
外
国
人
の
乗
馬
コ

ス
な
ど
に
も
な

て
い
た
よ
う
で

外
国
人

の
往
来
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た

こ
の
こ
ろ
に
は
戸
塚

で
も
外
国
人
の
姿

す
が
た

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す

当
時
の
様
子
は

明
治
初
期
に
活
躍
し
た
写
真
家
ベ
ア
ト
の
写
真
や
浮う

き

世よ

絵え

に
残

て

い
ま
す

一
里
（
約
四
キ
ロ
メ

ト

ル
）
ご
と
に
塚
（
小
さ
な
山
）

を
築
き
そ
の
上
に
目
印
に
な

る
木
を
植
え
た
も
の

旅
人

の
休
む
所
に
も
な

て
い
ま

し
た

江
戸
か
ら
九
番
目
の

品
濃
一
里
塚
は
今
も
そ
の
姿

を
と
ど
め
て
い
ま
す

吉
田

大
橋
の
近
く
と
原
宿
に
も
あ

り
ま
し
た 一

里
塚

い

ち

り

づ

か

参
勤
交
代
の
大
名
や
朝
廷

か
ら
の
使
者
（
勅
使
）
公

家

公
用
の
役
人
が
泊
ま
る

幕
府
公
認
の
宿
で

土
地
の

旧
家
な
ど
が
命
じ
ら
れ
ま
し

た

戸
塚
宿
に
は
沢
辺
本
陣

と
内
田
本
陣
が
あ
り
ま
し

た

本
陣

ほ

ん

じ

ん

宿
場
を
運
営
す
る
宿
役
人

達
が
い
た
場
所

公
用
の
書

類
や
荷
物
の
運
搬
に
必
要
な

人
足
や
馬
の
管
理

書
類
の

継
立

参
勤
交
代
に
伴
う
掃

除
な
ど

人
足
や
馬
の
手
配

を
し
て
い
ま
し
た

戸
塚
バ

ス
セ
ン
タ

近
く
に
問
屋
場

跡
が
あ
り
ま
す

問
屋
場

と

ん

や

ば

交
通
量
が
増
え
る
と
宿
場

に
用
意
し
た
人
足
や
馬
だ
け

で
は
足
り
な
く
な
り

近
く

の
村
か
ら
人
馬
を
集
め
て
い

ま
し
た

こ
れ
を
制
度
化
し

て
宿
ご
と
に
助
け
る
村
を
定

め
た
も
の
を
助
郷
制
と
い
い

ま
す

鎌
倉
郡
の
多
く
の
村

が
戸
塚
宿
の
助
郷
で
し
た

宿
と
宿
の
間
に
あ

て
旅

人
や
人
足
・
駕
篭
か
き
な
ど

が
休
息
す
る
場
所

宿
と
宿

の
距
離
が
長
い
と
こ
ろ
に
多

く

戸
塚
に
は
保
土
ケ
谷
と

の
間
に
境
木

上
柏
尾
が

藤
沢
と
の
間
に
原
宿

影
取

が
あ
り
ま
し
た

立
場

た

て

ば

も
と
も
と
は
見
張
り
の
番

兵
を
お
い
た
軍
事
施
設
で

宿
場
の
出
入
口
の
両
脇
に
設

け
ら
れ
て
い
ま
し
た

江
戸

側
に
あ
る
も
の
は
江
戸
見

付

京
都
方
面
に
あ
る
も
の

を
上
方
見
付
と
呼
び
ま
す

見
付

み

つ

け

公
用
の
書
類
や
荷
物
を
運

ぶ
た
め

宿
駅
ご
と
に
人
足

と
馬
を
常
備
す
る
制
度

人
足
や
馬
は
無
料
だ
が

利

用
す
る
に
は
朱
印
状
が
必
要

で
し
た

宿
駅
ご
と
に
人
足

や
馬
を
交
替
す
る
こ
と
を
継

立
（
つ
ぎ
た
て
）
と
言
い
ま

し
た 伝

馬
制
度

で

ん

ま

せ

い

ど

居留地 一口メモ 

きょりゅうち 

外国人に土地を貸し、居住と営業を許していた

場所。現在の中区山下町と山手町にあたる。そ

の周囲10里（約40km）はパスポートを持た

ずに旅行できる地域になっていた。

参
勤
交
代
や
勅
使
な
ど
身
分
の
高

い
人
が
東
海
道
を
通
行
す
る
と
き
に

は

必
ず
掃
除
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

た
ん
だ

そ
れ
以
外
に
も
並

木
の
管
理
や
道
路
の
補
修
な
ど
も
負

担
し
て
い
た
よ

農
業
の
忙
し
い
時

期
に
重
な
る
と
作
物
へ
も
影
響
が
あ

て

周
り
の
村
に
と

て
は
大
変

な
負
担
だ

た
ん
だ

助
郷

す

け

ご

う

は
こ
ん
な
こ
と
も

し
て
い
た
よ

▲品濃一里塚

▲江戸方見付跡

▲沢辺本陣跡

▲東海道五拾三次之内 藤枝「人馬継立」

初代広重 保栄永堂版

▲「東海道の一風景」F・ベアト撮影（横浜開港資料館蔵）

▲「東海道分間延絵図」部分
（東京国立博物館蔵）

▲「東海道五十三次之内戸塚」初代広重 保永堂版 （神奈川県立歴史博物館蔵）

戸塚 町と川の歴史

歩
い
て
み
よ
う

戸
塚
の
東
海
道

と

う

か

い

ど

う

助
郷
制
度

す

け

ご

う

せ

い

ど
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明
治
時
代
は
近
代
化
の
は
じ
ま
り

大
地
が
ゆ
れ
た
！
関
東
大
震
災

震
災
後
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で

大
合
併
！
横
浜
市
戸
塚
区
の
誕
生

明
治
時
代
に
な
る
と
戸
籍
こ
せ
き

・
学
校
・
租
税
そ
ぜ
い

な
ど
の
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
と
と
も
に
、
郵
便
、
電
信
、
鉄
道
、
乗
合

の
り
あ
い

馬
車
、
新
聞
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の

西
洋
文
化
が
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
ら
れ
、
こ
の
こ
ろ
を
「
文
明
開
化

ぶ
ん
め
い
か
い
か

」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
横
浜
が
日
本
で
の
発
祥
地

は
っ
し
ょ
う
ち

に
な
っ
た
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。

一
八
七
二
年
に
新
橋
〜
横
浜
間
に
鉄
道
が
開
通
す
る
な
ど
、
世
の
中
で
は
ど
ん
ど
ん
近

代
化
が
進
み
ま
し
た
。
主
な
で
き
ご
と
は
下
の
資
料
「
戸
塚
く
ら
し
の
あ
ゆ
み
」
を
見

て
く
だ
さ
い
。

明
治
に
入
る
と
外
国
と
の
貿
易
が
活
発
に
な
り
、
生
糸

き
い
と

は
主
要
な
輸
出
品
と
な
り
ま

し
た
。
各
地
で
蚕
か
い
こ
を
飼か

い
生
糸
の
原
料
の
繭ま
ゆ

を
作
る
養
蚕

よ
う
さ
ん

が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
戸

塚
に
も
蚕
の
餌え
さ

の
桑く
わ

畑
が
作
ら
れ
、
繭
か
ら
糸
を
作
る
製
糸
工
場
が
で
き
ま
し
た
。
県

内
だ
け
で
な
く
長
野
県
や
山
梨
県
か
ら
も
女
工
が
働
き
に
来
ま
し
た
。
水
田
が
少
な
い

地
域
で
は
養
蚕
が
助
け
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
二
十
二
年
に
横
浜
市
が
誕
生

た
ん
じ
ょ
う
し
ま
す
が
、
戸
塚
区
は
ま
だ
鎌
倉
郡
に
属
し
て
い

ま
し
た
。

一
九
二
三
年
九
月
一
日
関
東
大
震
災

だ
い
し
ん
さ
い

が
発
生
し
ま
し
た
。
神
奈
川
県
で
は
死
者
・
行
方
ゆ
く
え

不
明
者
あ
わ
せ
て
約
三
万
二
千
人
、
重
・
軽
傷
者
は
約
二
万
人
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
当
時

の
横
浜
市
（
ほ
ぼ
現
在
の
神
奈
川
・
西
・
中
・
南
・
磯
子
区
）
の
住
宅
の
約
九
十
五
％
が

倒
壊
と
う
か
い

し
た
り
焼
失
し
た
り
し
ま
し
た
。
被ひ

害
を
大
き
く
し
た
の
は
火
災
で
、
関
内
は
一
面

焼
け
野
原
と
な
り
ま
し
た
。

幸
い
戸
塚
区
で
は
火
災
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
戸
塚
・
川
上
・
大
正
な

ど
の
地
区
で
七
割
以
上
の
家
屋
が
倒た
お

れ
た
り
壊こ
わ

れ
た
り
し
ま
し
た
。
当
時
新
築
中
だ
っ
た

戸
塚
町
役
場
は
一
階
が
つ
ぶ
れ
て
二
階
が
そ
の
ま
ま
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
た
、
東
海
道
の
松
が
倒
れ
た
り
、
矢
部
ト
ン
ネ
ル
（
長
後
街
道
）
の
出
入
り
口
が
埋う

ま
っ
た
り
し
て
交
通
も
マ
ヒ
し
ま
し
た
。
震
災
後
崩く
ず

れ
た
矢
部
ト
ン
ネ
ル
を
切
通
き
り
と
お

し
に
す

る
工
事
が
行
わ
れ
、
そ
の
土
砂
は
柏
尾
川
の
堤
防
の
修
理
や
周
辺
の
埋
め
立
て
に
使
わ
れ

ま
し
た

第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
〜
一
八
年
）
後
の
好
景
気
も
長
く
は
続
か
ず
、
震
災
後

の
取
り
付
け
騒さ

わ

ぎ
を
き
っ
か
け
に
金
融
恐
慌

き
ん
ゆ
う
き
ょ
う
こ
う

が
起
こ
り
ま
す
。
戸
塚
で
は
、
製
糸
業
の

衰
退
す
い
た
い

や
米
の
値
段
が
大
き
く
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
し
た
影
響

え
い
き
ょ
う
で
、
い
ろ
い
ろ
な
作
物

（
特
に
野
菜
）
を
作
る
農
家
が
増
え
ま
し
た
。

世
の
中
で
は
軍
の
力
が
強
く
な
り
、
日
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
し

た
。
戦
争
に
必
要
な
物
資
を
生
産
す
る
産
業
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
工
場
は
東
海
道
線

に
沿
っ
て
南
下
し
、
戸
塚
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
三
五
年
ご
ろ
に
は
、

戸
塚
に
も
日
立
製
作
所
や
ブ
リ
ジ
ス
ト
ン
の
前
身
と
な
る
工
場
が
進
出
し
て
き
ま
し
た
。

一
九
三
九
年
に
は
、
大
小
あ
わ
せ
て
二
十
以
上
の
工
場
が
で
き
、
従
業
員
の
総
数
は
一
万

人
を
超こ

え
て
い
ま
し
た
。

東
京
や
横
浜
の
消
費
地
に
近
い
こ
と
や
東
海
道
線
・
国
道
一
号
が
あ
り
交
通
の
便
が
良

か
っ
た
こ
と
、
柏
尾
川
の
水
が
工
業
用
水
と
し
て
利
用
で
き
た
こ
と
、
ま
と
ま
っ
た
土
地

や
労
働
力
が
得
や
す
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
理
由
の
よ
う
で
す
。
こ
う
し
て
、
横
浜
市
の
近き
ん

郊こ
う

農
村
だ
っ
た
戸
塚
は
、
ど
ん
ど
ん
都
市
化
が
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

一
九
三
九
年
四
月
一
日
、
戸
塚
町
ほ
か
七
村
（
瀬
谷
、
中
川
、
川
上
、
豊
田
、
大
正
、

本
郷
、
中
和
田
）
は
横
浜
市
に
編
入
さ
れ
、
戸
塚
区
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
横
浜

市
は
、
そ
の
後
の
埋
立
地
を
除
き
現
在
の
市
域
に
な
り
ま
し
た
。
面
積
は
東
京
市
に
次
い

で
全
国
で
第
二
位
、
人
口
は
第
六
位
で
し
た
。

当
時
の
戸
塚
区
の
人
口
は
三
万
人
余
り
。
そ
の
後
、
高
度
経
済
成
長
期
（
一
九
五
五
年

〜
一
九
七
三
年
）
に
、
工
場
が
ど
ん
ど
ん
建
ち
、
郊
外

こ
う
が
い

住
宅
地
と
し
て
市
営
住
宅
な
ど
が

建
て
ら
れ
増
加
し
続
け
ま
し
た
。
一
九
六
九
年
に
瀬
谷
区
を
分
区
、
一
九
八
六
年
に
泉
区

と
栄
区
を
分
区
し
、
現
在
の
戸
塚
区
に
な
り
ま
し
た
。

１８７１年（明治４） 戸塚郵便取扱所（郵便局）ができる 
１８７２年（明治５） 戸塚駅出張ら卒屯所（警察署）ができる 
１８７３年（明治６） 矢部学舎・富塚学舎（小学校）ができる 
１８７８年（明治１１） 鎌倉郡役所（戸塚区役所）ができる 
１８８７年（明治２０） 横浜－国府津間に東海道線開通。戸塚駅開業 
１８８９年（明治２２） 市町村制が施行される。横須賀線開通 
１９０８年（明治４１） 戸塚郵便局で電話業務を開始 
１９０９年（明治４２） 戸塚町の一部で電灯がともる 
１９１４年（大正３） 長後街道が完成 
１９２０年（大正９） 戸塚町－厚木間に乗合自動車ができる 
１９２３年（大正１２） 関東大震災がおこる 
１９２８年（昭和３） 戸塚町営水道が給水を開始する 
１９３１年（昭和６） 東海道（国道１号）が舗装される 
１９３７年（昭和１２） 戸塚駅に裏口（東口）ができる 
１９３９年（昭和１４） 横浜市に編入。乳幼児健診が始まる。 
１９４５年（昭和２０） 第二次世界大戦が終わる。深谷通信所が接収される 
１９４７年（昭和２２） 県知事・市長の初めての直接選挙が行われる。 
１９５３年（昭和２８） ワンマン道路完成。テレビ放送開始 
１９５９年（昭和３４） 横浜新道が開通。（初の有料道路） 
１９６０年（昭和３５） 公団矢部団地が完成。この後、続々と団地ができる。 
１９６４年（昭和３９） ドリームランド開園。上矢部第１次中小企業団地が完成 
１９６９年（昭和４４） 瀬谷区を分区。戸塚駅橋上駅が完成 
１９７１年（昭和４６） 戸塚バスセンターが完成 
１９７２年（昭和４７） 戸塚第二下水処理場が運転を開始 
１９８０年（昭和５５） 東戸塚駅が開業 
１９８６年（昭和６１） 泉区・栄区を分区 
１９８７年（昭和６２） 地下鉄が戸塚まで延伸。地下鉄戸塚駅開業 

戸塚くらしのあゆみ 
とつか　はじめて物語 
近代水道や日刊新聞、洋式公園、ビールやテニスなど、
日本での発祥地が横浜というものがたくさんあります。
それらの中に戸塚が発祥地のものがありますが、次のう
ちどれかわかりますか？

①アイスクリーム　②パン　③ハム
答えは、この次を読めばわかります。

柏尾町の静かな住宅街に、重厚な赤レンガ倉庫があり
ます。
明治の初めごろ、カーティスというイギリス人が日本

人女性と結婚し、柏尾町でホテルを経営しながら、養豚
場を設けてハムやベーコンを製造していたそうです。そ
の後カーティスから製造法を学んだ益田直蔵や斉藤角次
らが、この地でハムの製造を行いました。この倉庫は明
治20年ごろに建てられ、ハムの貯蔵に使われていたそ
うです。ハム製
造の始まりには
諸説ありますが、
ここが日本のハ
ム発祥地でその
ハムが「鎌倉ハ
ム」として全国
に広まったこと
は間違いありま
せん。

▲柏尾川の堤防の被害の様子。

※出典「大正十二年九月一日大震災記念写真帖」神奈川県

東海道の名物の松並
木も地震で多くが倒
れた。戸塚町で倒れ
た松が国道をふさい
でいる様子。

戸塚から大船にいた
る県道に架かってい
た高嶋橋。鉄筋コン
クリート製の橋脚が
折れてしまった。

じ
ゃ
あ
次
に
、
都

市
化
が
進
ん
で
い

っ
た
様
子
を
見
て

み
よ
う
。

戸塚 町と川の歴史
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な
が
な
が
と
三
万
人
の
人
影か
げ

を
ま
じ
え
て
霞か
す

む
堤
の
桜
（
与
謝
野

よ

さ

の

鉄
幹
て
っ
か
ん

）

咲さ

く
花
の
空
に
つ
づ
け
る
幕
打
ち
て
正
し
く
走
る
柏
尾
川
か
な
（
与
謝
野

よ

さ

の

晶
子
あ
き
こ

）

こ
れ
は
昭
和
初
期
の
柏
尾
川
堤
の
桜
を
詠よ

ん
だ
歌
で
す
。
こ
の
頃こ
ろ

の
柏
尾
川

堤
は
、
関
東
屈
指
く
っ
し

の
桜
の
名
所
と
し
て
有
名
で
し
た
。
せ
き
止
め
た
川
に
は

屋
形
船

や
か
た
ぶ
ね

が
浮う

か
び
、
土
手
に
は
屋
台
が
並
び
、
東
京
や
横
浜
中
心
部
か
ら
も
大

勢
の
花
見
客
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

桜
並
木
の
始
ま
り
は
古
く
江
戸
時
代
末
期
に
始
ま
り
ま
す
。
大
雨
で
壊こ
わ

れ
た

堤
防
を
直
し
た
記
念
に
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
桜
は
明
治
初
期
に
は

絶
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
が
、
再
度
植
樹

し
ょ
く
じ
ゅ
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
桜
も
、
明
治
の
終
わ
り
に
行
わ
れ
た
耕
地
整
理
の
と
き
に
、
い
っ
た
ん

切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
工
事
の
完
成
を
祝
っ
て
千
本
の
苗
木
が
植
樹
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
桜
が
最
盛
期
と
な
っ
た
の
が
昭
和
初
期
で
す
。
こ
の
こ
ろ
は

桜
が
土
手
の
両
側
に
植
え
ら
れ
、
堤
は
ま
さ
に
「
桜
の
ト
ン
ネ
ル
」
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
桜
も
戦
争
に
よ
っ
て
、
燃
料
や
材
料
と
し
て
次
々

に
切
り
倒た
お

さ
れ
、
全
滅
ぜ
ん
め
つ

し
て
し
ま
い
ま
す
。

一
九
五
三
年
、
戸
塚
の
商
店
会
な
ど
町
の
有
志
が
中
心
と
な
り
、
ソ
メ
イ
ヨ

シ
ノ
二
千
本
を
植
え
た
の
が
今
の
桜
並
木
で
す
。
そ
の
後
、
周
辺
の
都
市
化
が

進
む
に
つ
れ
、
洪
水
こ
う
ず
い

の
被
害
ひ
が
い

が
大
き
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
九
七
六

年
か
ら
洪
水
を
防
ぐ
た
め
の
大
規
模
き

ぼ

な
改
修
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
当
初
は
、
桜
を
切
る
予
定
で
し
た
が
、
保
存
の
声
が
区
民
か
ら
上
が
り
、

約
二
百
本
が
残
さ
れ
、
五
百
本
余
り
を
植
え
な
お
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
柏
尾
川
の
桜
は
何
度
も
切
ら
れ
て
は
植
え
な
お
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
最
近
で
は
戦
後
に
植
え
た
桜
の
老
齢
ろ
う
れ
い

化
が
進
ん
で
き
た
た
め
、
今
後
は

戸
塚
区
役
所
を
中
心
に
計
画
的
に
植
え
替
え
な
ど
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

柏
尾
川
の
桜
並
木

農
村
か
ら
都
市
へ
の
変
身

田
ん
ぼ
は
工
場
に
、畑
は
住
宅
に

戦
争
が
進
行
す
る
つ
れ
、
戦
争
に
必
要
な
物
資
を
生
産
す
る
た
め
、
京
浜
地

区
に
土
地
を
求
め
に
く
く
な
っ
た
工
場
が
戸
塚
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
辺
り
一

面
が
田
ん
ぼ
だ
っ
た
戸
塚
は
工
場
地
帯
へ
急
変
し
ま
す
。
中
で
も
柏
尾
川
沿
い

に
は
、
大
工
場
が
続
々
と
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
の
戸
塚
町
は
「
戸
塚
軽
工
業
地
帯
」
と
呼
ば
れ
、
移
り
住
む
人
も

多
く
、
土
地
の
値
段
は
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
九
二
一
年
に
四

四
〇
八
人
だ
っ
た
戸
塚
町
の
人
口
は
、
一
九
三
八
年
に
は
八
三
一
二
人
に
増
え

て
い
ま
す
。

戸
塚
区
が
誕
生
し
た
一
九
三
九
年
ご
ろ
は
、農
業
が
戸
塚
区
第
一
の
産
業
で
、

全
世
帯
の
約
六
割
を
農
家
が
占
め
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
農
地
解
放

＊
で
自
分
の
農
地
を
得
た
農
家
は
、
政
府
の
命
令
に
よ
り
自
由
な
作
付
け
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
戦
争
か
ら
復
旧
す
る
に
つ
れ
、
規き

模ぼ

の
小
さ

い
農
家
は
畑
を
売
っ
て
農
業
を
や
め
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
作
物
も
稲
作
か

ら
換
金
か
ん
き
ん

性
が
高
い
野
菜
を
中
心
と
し
た
都
市
近
郊
型
の
農
業
に
変
わ
っ
て
い
き

ま
し
た
。
野
菜
も
加
工
し
て
出
荷
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
ま
し
た
。

関
東
大
震
災
か
ら
の
復
旧
を
き
っ
か
け
に
、

各
地
で
道
路
の
整
備
が
さ
か
ん
に
な
り
ま
し

た
。
一
九
二
八
年
に
は
名
瀬
道
路
の
切
通
し
が

開
通
、
一
九
三
一
年
に
は
東
海
道
の
舗
装
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
経
済
の
発
展
と
道
路
整
備
に
よ

り
、
自
動
車
の
利
用
も
次
第
に
増
え
て
き
ま
し

た
。
そ
の
後
、
一
九
五
三
年
に
は
「
ワ
ン
マ
ン

道
路
」
が
開
通
し
、
戸
塚
駅
大
踏
切

お
お
ふ
み
き
り

の
渋
滞

じ
ゅ
う
た
い
が

解
消
さ
れ
ま
し
た
。
ワ
ン
マ
ン
で
有
名
だ
っ
た

吉
田
首
相
の
命
令
で
作
ら
れ
た
こ
の
道
路
は
、

れ き し 
コ ラ ム 

▲散歩コースとして区民に親しまれている「柏尾川プロナード」

昭和12年ころの柏尾川（高嶋橋付近）の様子。
せき止めた川でボート遊びをする人びと

▲現在の戸塚駅周辺　2000年　横浜市撮影 ▲昔の戸塚駅周辺　1947年12月20日　米軍撮影（国土地理院蔵）

戸塚 町と川の歴史

農地解放 一口メモ 

のうちかいほう 

地主が所有する農地を国が買い
上げ、土地を持たない農家に安く
売り渡したことをいいます。これ
により自分の農地を持つ農家が大
幅に増えました。
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み
な
さ
ん
は

街ま
ち

が
水
浸

み
ず
び
た

し
に
な
る
の
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
で
し

う

今
か
ら
二
十
数
年
前
ま
で
は

毎
年
の
よ
う
に
柏
尾
川
が
氾
濫

は
ん
ら
ん

し

周
辺
は
水

浸
し
に
な
り
ま
し
た

柏
尾
川
は
昔
か
ら
暴
れ
川
と
し
て
有
名
で

長
雨
に
な
る
と
よ
く
洪
水
を
起

こ
し
ま
し
た

柏
尾
川
は

上
流
と
河
口
の
高
低
差
が
小
さ
い
た
め

流
れ
が

と
て
も
緩ゆ

る

や
か
で
す

そ
の
た
め

昔
は
流
れ
て
き
た
土
砂
が
た
ま
る
と

川

床
が
周
り
の
土
地
と
同
じ
よ
う
な
高
さ
に
な

て
し
ま
い

す
ぐ
に
あ
ふ
れ
た

一
九
七
三
年
か
ら
五
年
連
続
で
大
水
害
が
起
こ
り
ま
し
た

そ
れ
は

急
き

う

激げ
き

な
都
市
化
で
地
域
全
体
の
保
水
・
遊
水
能
力
＊
が
落
ち
た
こ
と
が
原
因
と
い

わ
れ
て
い
ま
す

都
市
化
が
進
む
に
つ
れ

山
や
田
・
畑
だ

た
と
こ
ろ
に
建
物
が
建
ち

川

の
近
く
ま
で
人
が
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た

地
面
が
ア
ス
フ

ル
ト
で
お
お

わ
れ

降

た
雨
は
地
中
に
し
み
込
む
こ
と
な
く

一
気
に
川
に
流
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た

わ
ず
か
な
雨
で
も

方
々
か
ら
一
気
に
水
が
川
に
流
れ
込
み

下
流
に
向
か

て
合
流
を
繰く

り
返
し
ま
す

下
流
ほ
ど
多
く
の
水
が
集
ま
る
た
め

洪
水

こ
う
ず
い

の

危
険
が
高
く
な
る
の
で
す

柏
尾
川
は

た
く
さ
ん
の
支
流
（
舞
岡
川
な
ど
）

か
ら
流
れ
込
ん
だ
水
で

た
び
た
び
洪
水
を
繰
り
返
し
た
の
で
す

ま
た

川
沿
い
の
田
や
畑
が
次
々
に
住
宅
に
変
わ

た
た
め

被ひ

害が
い

が
農
作
物
か
ら
住
宅
や
人
へ
と
変

わ

て
い

た
の
で
す

水
害
が
増
え
た
理
由

開発前 
 降った雨は、森や田畑の地中にしみこみ、地下水な
どになって徐々に流れていきます。川の周りは農地な
どで、農作物に被害が出ました。 

開発後 
 アスファルトなどで覆われていて、降った雨は地中
にしみ込めないため、表面を伝い、一気に川に流れて
いきます。川の周りは住宅で、人や住宅に被害が出ます。 
 

保水・遊水能力 一口メモ 

ほすい ゆうすいのうりょく 

降った雨を地中に浸透させたり、一時的

に貯めたりして水を貯える力のこと。昔

は降った雨は森林や水田、池沼などにた

まり、すぐに流れ出しませんでした。

戸塚 町と川の歴史

▲洪水のためボートを使って移動する人びと

▲流れる水であふれそうな境川の様子

   年  月           被害の状況、その他 

 1707年 富士山噴火。降灰により水行が悪化 

 すこおを水洪にうよの年連  

 1836年 3月から8月まで雨が降り続き大凶作となる 

 1844年 4月と7月に堤防が決壊 

 1848年7月 大雨により100ｍにわたり堤防が壊れる 

 水冠が歩町01田水  

 1859年7月 大洪水発生。材木・稲束などが押し流され往来が不通に 

 1875年8月 大雨により氾濫 1884年9月、 1889年9月、 1897年9月、 

           1907年9月にも氾濫 

 1906年 耕地整理組合結成。併せて河川改修が行われる 

 1921年10月 大雨により氾濫。 

 ずか引が水間日3丸は地低の帯一川尾柏  

 1938年 6 月 大洪水発生。線路が水浸しとなる 

 1940年 8 月 柏尾川改修工事起工式 

 ）ずらたいに事工な的本抜めたの中時戦（  

 1942年 7 月 豪雨後の台風。浸水家屋300戸以上 

 壊崩口入のルネント間塚戸～谷ケ土保  

 1958年 9 月 狩野川台風。床上浸水379戸、がけ崩れ18カ所 

 1961年 6 月 集中豪雨。死者2名。半壊家屋17戸 

 上以戸005水浸上床  

 1966年 6 月 台風4号。床上浸水1700戸 

 動発法助救害災に市浜横  

 1070年 7 月 集中豪雨。床上浸水190戸 

 1973年11月 集中豪雨。床上浸水1600戸 

 ）量雨の大最上史測観台象気浜横の月11（  

 1974年 7 月 床上浸水1000戸以上、がけ崩れ22か所、 

 ah03水冠の畑田、所か2出流の橋  

 1975年10月 上倉田、矢部団地の一部冠水 

 1976年 9 月 台風17号。250戸が床上浸水 

 1976年 2 月 激甚災害対策特別緊急整備事業に指定され、改修始まる 

 1979年 4 月 境川（水系）が総合治水対策特定河川事業に指定される 

 了終は業事ぼほで年元成平  

 

柏尾川の水害と改修の歴史（戸塚区の歴史・戸塚区史より） 

開
発
の
進
む
こ
の
地
域
で
の
道
路
整
備
の
象
徴

し

う
ち

うで
し
た

一
九
五
九
年
に
は
横

浜
新
道
も
開
通
し
ま
し
た

戦
争
か
ら
の
回
復
が
進
む
に
つ
れ

工
業
地
帯
は
次
第
に
内
陸
部
へ
拡
大
し

て
い
き
ま
す

一
九
五
六
年
以
降

戸
塚
区
内
に
も
多
く
の
工
場
が
進
出
し
ま

し
た

大
工
場
が
多
い
の
が
戸
塚
区
の
特
徴

と
く
ち

う

で
し
た

そ
れ
と
と
も
に
区
内
の

商
業
は
著
し
く
延
び

一
九
五
二
年
こ
ろ
か
ら
駅
周
辺
に
商
店
街
が
作
ら
れ

十
年
間
で
店
の
数
は
二
倍
以
上
に
増
え
ま
し
た

一
九
六
四
年
と
六
六
年
に
は

上
矢
部
町
に
中
小
企
業
団
地
が
で
き
ま
す

工
場
の
進
出
は
働
く
人
の
需
要

じ

よ
う

を

伴
い
人
口
も
飛
躍

ひ
や
く

的
に
増
え
て
い
き
ま
し
た

昭
和
三
十
年
代
中
ご
ろ
か
ら

横
浜
で
は
首

都
圏け

ん

の
ベ

ド
タ
ウ
ン
＊
化
が
す
す
み

戸
塚

区
で
も
四
十
年
代
に
は
市
営
・
県
営
住
宅
な
ど

の
大
規
模
な
団
地
の
建
設
ラ

シ

と
な
り
ま

し
た

そ
の
後
も
人
口
は
増
加
し
続
け

一
九

八
五
年
に
は

日
本
で
最
も
人
口
の
多
い
行
政

区
＊
と
な
り
ま
す

人
口
が
増
加
す
る
一
方
で

農
地
の
面
積
は
急
速
に
減
少
し
て
い
き
ま
し
た

そ
し
て
都
市
化
が
進
む
に
つ
れ

区
内
で
も

水
害
や
廃
棄
物

は
い
き
ぶ
つ

の
処
理

川
の
汚
れ
と
い

た

様
々
な
問
題
が
生
じ
て
き
ま
し
た

行政区 一口メモ 

ぎょうせいく 

横浜市などの政令指定都市

には、市の仕事の一部を行う

単位として「行政区」があり、

戸塚区もその一つです。一方、

東京都の特別区は市と同じ役

目をしています

会
社
で
い
え
ば

本
社
と
支
店
の

関
係
に
似
て
る

よ

特
別
区
は

独
立
し
た
会
社

だ
ね

上
倉
田
団
地
や
矢
部
団

地
で
は

昔

洪
水
に

備
え
て
一
階
に
ボ

ト

が
吊
る
し
て
あ

た

よ

水
が
あ
ふ
れ
た
時

区
役
所
の
人
は
ボ

ト

を
使

て
通
勤
し
た
ん

だ

て

ベッドタウン 
一口メモ 

東京などの周辺で、昼間は都心部に働

きに行き、夜は家に寝に帰る生活をす

るような住宅地域のことを言うよ。寝

床（bed）と町（Town）をくっつけ

てできた言葉。英語じゃないよ！

そ
う
で
す

柏
尾
川
の
水
害
が
大
き
な
問
題
に
な

た
の
は

一
九
五
八
年
の
狩
野
川

か
の
が
わ

台

風
の
時
で
し
た

そ
の
後
も

た
び
た
び
大
雨
に
よ
る
水
害
が
生
じ

上
倉
田

団
地
や
矢
部
団
地
で
は
床
上

ゆ
か
う
え

浸
水

し
ん
す
い

な
ど
の
被
害

ひ

が

い

を
被

こ
う
む

て
い
ま
す

水
害
を
解
決
す
る
た
め

柏
尾
川
で
は
昔
か
ら

何
度
も
堤
防
な
ど
を
改
修
（
悪
い
と
こ
ろ
を
直
す

こ
と
）
し
て
き
ま
し
た

記
録
が
残

て
い
る
も

の
で
は

古
く
は
江
戸
時
代

そ
し
て
明
治
末
期

に
は
大
改
修
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

水
害
を
お
こ
さ
な
い
川
へ

水
浸
し
に
な

た
町



3031

川
と
と
も
に
暮
ら
す

一
九
五
八
年
の
狩
野
川

か
の
が
わ

台
風
の
被
害

ひ
が
い

が
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
の
で
、
国

は
阿
久
和
川
・
平
戸
永
谷
川
な
ど
の
改
修
を
決
め
、
一
九
七
四
年
か
ら
改
修
が

始
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、
大
き
な
面
積
を
開
発
す
る
と
き
に
は
必
ず
遊
水
池

ゆ
う
す
い
ち

＊

を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
七
六
年
に
は
、
柏
尾
川
が
緊
急

き
ん
き
ゅ
う

に
改
修
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
川
幅は

ば

を

広
げ
、
川
を
掘
り
下
げ
、
堤
防
を
強
く

す
る
工
事
を
行
い
ま
し
た
。
一
九
七
九

年
か
ら
は
降
っ
た
雨
が
一
気
に
川
に
流

れ
込
ま
な
い
よ
う
な
設
備
や
、
集
ま
っ

た
川
の
水
を
調
整
す
る
た
め
に

金
井
遊
水
地

か
な
い
ゆ
う
す
い
ち

＊
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
工
事
が
行
わ
れ
て
か
ら
は
、
大
き

な
被
害

ひ
が
い

は
起
き
て
い
ま
せ
ん
。

洪こ
う

水
と
と
も
に
都
市
化
が
川
に
与
え
た
影
響

え
い
き
ょ
う
が
、
川
の
汚
染
お
せ
ん

で
す
。
下
水
道

が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
、
家
庭
や
事
業
で
使
っ
た
水
は
直
接
川
に
流
れ
て
い
ま

し
た
。
中
に
は
汚
き
た
な
い
水
を
流
し
て
い
た
工
場
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
一
九
五
五

年
こ
ろ
か
ら
、
家
や
工
場
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
の
に
つ
れ
、
た
く
さ
ん
の

汚よ
ご

れ
た
水
が
川
に
流
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
自
然
の
浄
化
じ
ょ
う
か

（
水
を
き
れ
い
に
す
る
力
）
で
は
追
い
つ
か
な
く

な
り
、
川
は
ど
ん
ど
ん
汚
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
人
は
川
か
ら
顔
を
背そ
む

け

る
よ
う
に
な
り
、
ゴ
ミ
な
ど
を
投
げ
捨
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

き
れ
い
な
川
に
戻も
ど

す
た
め
、
横
浜
市
で
は
一
九
五
七
年
か
ら
下
水
道
の
整
備
を

始
め
ま
す
。
一
九
六
九
年
か
ら
は
戸
塚
で
も
下
水
道
の
整
備
が
始
ま
り
、
一
九

七
二
年
に
栄
第
二
下
水
処
理
場
が
運
転
を
開
始
し
ま
し
た
（
横
浜
市
で
四
番

目
）。
現
在
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。（
横
浜
市
の
整

備
率
九
九
・
六
％
　
平
成
十
四
年
度
末
現
在
）

下
水
道
の
整
備
が
進
ん
だ
り
、
工
場
か
ら
汚
い
水
を
流
し
て
は
い
け
な
い
き

ま
り
が
で
き
た
り
し
て
、
川
は
少
し
ず
つ
き
れ
い
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

一
九
八
二
年
に
は
、
柏
尾
川
に
十
五
年
ぶ
り
に
コ
イ
や
フ
ナ
が
戻
り
、
市
内

十
大
ニ
ュ
ー
ス
に
ラ
ン
ク
さ
れ
ま
し
た
。

今
で
は
、
ギ
ン
ブ
ナ
や
ボ
ラ
な
ど
二
十
種
類
以
上
の
魚
の
仲
間
を
見
る
こ
と

が
で
き
、
こ
の
魚
た
ち
を
え
さ
に
す
る
鳥
た
ち
も
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

と
き
ど
き
牙き
ば

を
む
き
な
が
ら
も
、
川
は
昔
か
ら
人
の
生
活
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。
魚
な
ど
の
食
べ
物
を
与
え
て
く
れ
る

場
所
か
ら
、
農
業
や
工
業
を
支
え
る
水
を
供
給
す
る
場
、
子
ど
も
た

ち
の
遊
び
の
場
、
そ
し
て
都
会
に
残
さ
れ
た
緑
や
生
き
物
を
育
む
憩
い
こ
い

い
の
場
へ
と
、
そ
の
役
割
の
中
心
は
時
と
と
も
に
変
化
し
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
川
が
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
こ
と
に

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
も
っ
と
川
を
知
り
、
川

と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

雨
が
続
く
と
す
ぐ
に
氾
濫
は
ん
ら
ん

す
る
曲
が
り

く
ね
っ
た
柏
尾
川
の
流
れ
は
、
作
物
の
収
穫
に
大
き
く

影
響
し
た
の
で
、
付
近
の
村
々
で
は
水
に
関
す
る
争
い

が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
三
十
四
年
、
明
治
天
皇
が
横
須
賀
に
行
か
れ
る

際
に
電
車
の
窓
か
ら
洪
水
直
後
の
戸
塚
の
惨
状

さ
ん
じ
ょ
う
を
見
て

側
近
に
嘆な
げ

か
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
河
川
改
修
と

耕
地
整
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

川
が
急
に
曲
っ
た
と
こ
ろ
の
川
幅
を
広
げ
て
真
っ
す

ぐ
に
し
、
堤
防
を
築
き
、
川
底
を
掘
り
下
げ
ま
し
た
。

ま
た
、
水
田
を
碁
盤
ご
ば
ん

の
目
の
よ
う
に
整
え
、
水
路
を
作

り
ま
し
た
。
当
時
の
工
事
は
鍬す
き

や
シ
ャ
ベ
ル
を
使
い
、

ト
ロ
ッ
コ
で
土
砂
を
運
ぶ
の
で
す
か
ら
大
変
な
労
力
を

必
要
と
し
ま
し
た
。

こ
の
工
事
を
た
た
え
る
碑ひ

が
、
朝
日
橋
の
近
く
に
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

明
治
の
大
改
修

明治時代末に行われた柏尾川耕地整理計画図

▲朝日橋近くにある明治期の改修を顕　　
彰する石碑（左）と昭和期の改修記
念碑（右）

「ゆうすいち」には 
遊水池と遊水地の 

２種類があるって知ってる？ 
この違いはなんだろう？ 

答えは36ページを見てね。 

汚
れ
て
し
ま
っ
た
川

次
は
、
川
の
成
り

立
ち
や
そ
の
様
々

な
役
割
を
一
緒
に

見
て
い
こ
う
。

とてもきれいだった 
　　　　　　昔の柏尾川 
昭和の初めころまでの柏尾川を知って

いる人たちは必ず「昔の柏尾川はとて

もきれいだった」と言います。柏尾川

で泳いで遊んだり、ウナギやドジョウ・

シジミなどを採ったりしていたそうで

す。採った物を売っておこずかいにし

たりもしたようですよ。 

戸塚町と川の歴史

柏尾川沿いに戸塚地区センターと一体となっ

た写真のような施設があります。この施設、何

だか知っていますか？

ここは戸塚ポンプ場といって、大雨の時に、

戸塚・吉田・矢部・柏尾町のまちが水びたしに

なるのを防ぐために、雨水を川に流す役割をし

ています。

もうひとつの役割は、阿久和川・名瀬川流域

の汚水を栄第二下水処理場に送るために汚水を汲み上げる仕事です。下水道は高低差を利

用して汚水を流しているため、遠いところから流れてくると、

下水処理場の近くでは地下のとても深いところを流れること

になります。そこでポンプ場では、いったん高いところまで

汚水を汲み上げてから流しています。

ここの機械の運転や監視は、約２ｋｍはなれた栄第二下水

処理場から行っています。

戸塚ポンプ場の沈砂池の上部

は、図書館・地区センター・公会

堂になっており、横浜市の下水道

施設では初めての複合施設として

つくられました。

下水管 

下水管 

ポンプ場 

戸塚ポンプ場のこと知ってますか？

戸塚区内の下水は、栄第二下水処
理場と西部下水処理場で処理をして
いますが、大半は栄第二下水処理場
で行っています。栄第二下水処理場
は、横浜市で四番目にできた処理場
です。処理場の中にはポンプ施設が
3ケ所あり、下水管を流れてきた下
水を汲み上げて処理施設に送ってい
ます。
処理場を見学することもできます。

事前に処理場までお問い合わせくだ
さい。
TEL861-3011 FAX863-0664

栄第二下水処理場

れ き し 
コ ラ ム 
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戸
塚
区
の
中
央
を
東
海
道
に
沿
っ
て
流
れ
る
柏
尾
川
に
は
、
た
く
さ
ん
の
橋
が
か

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
橋
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
少
し
・
・
・

柏
尾
川
の
始
点
か
ら
見
え
る
戸
塚
跨
線
橋

こ
せ
ん
き
ょ
う

。
柏
尾
川
と
線
路
を
ま
た
ぎ
、
ワ
ン
マ
ン

道
路
を
不
動
坂
へ
と
導
き
ま
す
。

東
海
道
と
い
え
ば
誰
も
が
思
い
描
く
「
東
海
道
五
十
三
次
」
の
浮
世
絵
。
こ
の

「
戸
�
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
吉
田
大
橋
で
す
。
昔
は
幅
三
間
ほ
ど
の
木
橋
で
し
た

が
、
今
で
は
日
に
千
本
以
上
の
バ
ス
が
通
る
堅
固
け
ん
ご

な
橋
で
す
。
そ
の
下
流
に
あ
る
小

さ
な
橋
は
駒
立
こ
ま
だ
て

橋
。
現
在
、
工
場
が
あ
る
場
所
は
、
昭
和
初
期
に
は
競
馬
場
で
し
た
。

出
走
馬
が
こ
の
橋
付
近
で
支
度
を
整
え
た
た
め
、
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

か
。(

馬
の
こ
と
を
駒こ
ま

と
い
い
ま
す)

戸
塚
駅
東
口
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
、
吉
倉
橋
。
か
つ
て
は
吉
田
と
倉
田
を
結
ぶ

村
道
に
か
か
る
小
さ
な
木
橋
で
し
た
。
今
で
は
東
の
玄
関
口
に
ふ
さ
わ
し
い
堂
々
と

し
た
橋
で
す
。

柏
尾
川
に
架か

か
る
も
の
と
い
え
ば
戸
塚
駅
の
ホ
ー
ム
も
。
川
の
上
に
ホ
ー
ム
が
あ

る
駅
は
と
て
も
珍
し
く
、
他
に
な
い
の
で
は
…
。

駅
か
ら
下
流
に
向
か
っ
て
朝
日
橋
、
桜
橋
、
高
嶋
た
か
し
ま

橋
と
続
き
ま
す
。
桜
橋
は
花
見

の
名
所
。
橋
か
ら
桜
並
木
の
パ
ノ
ラ
マ
が
楽
し
め
ま
す
。
高
嶋
橋
は
「
東
海
道
分
間

延
絵
図
」
な
ど
に
も
描
か
れ
て
い
る
古
い
橋
で
す
。
さ
ら
に
下
っ
て
柏
尾
川
大
橋
。

こ
れ
か
ら
は
交
通
の
幹
線
（
環
状
三
号
線
）
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
ほ
か
に
平
戸
永
谷
川
の
赤
関
あ
か
せ
き

橋
、
舞
岡
川
の
五
太
夫

ご

だ

ゆ

う

橋
も
古
く
か
ら
あ
る
橋

で
す
。
小
田
原
北
条
氏
の
重
臣
だ
っ
た
石
巻
五
太
夫
康
敬

い
し
ま
き
ご
だ
ゆ
う
や
す
た
か

が
、
江
戸
に
入
る
徳
川
家

康
に
こ
の
付
近
で
会
見
し
て
赦ゆ
る

さ
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
五
太
夫
橋
の
名
の
由ゆ

来ら
い

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

古
く
か
ら
ま
ち
や
人
を
つ
な
い
で
き
た
橋
た
ち
。
何
気
な
く
わ
た
っ
て
い
る
橋
の

歩
み
、
ご
存
知
で
し
た
か
。

柏
尾
川
の
橋
あ
れ
こ
れ

れ き し 
コ ラ ム 

▲桜橋 ▲戸塚駅ホーム ▲駒立橋

▲朝日橋 ▲吉倉橋 ▲大橋

▲高嶋橋 ▲五太夫橋 ▲赤関橋（改修中）

い
ろ
い
ろ

な
橋
が
あ

る
よ
！


