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一

現
在
ま
で
神
奈
川
県
に
お
い
て
二
七
市
町
村
が
な
ん
ら
か
の
形
で
自
治
体
史

の
編
纂
に
着
手
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
『
史
料
で
語
る
神
奈
川
の
歴
史
六
十
話
』

（
三
省
堂
、　
一
九
八
七
年
刊
）
巻
末
の
市
町
村
史

一
覧
表
を
み
て
ほ
し
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
自
治
体
史
の
編
纂
事
業
は
、
か
つ
て
な
い
盛
況
を
み
せ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

県
内
の
多
く
の
市
町
村
は
、
昭
和
四
十
年
代
を
始
め
と
す
る
全
国
的
な
自
治

体
史
編
纂
プ
ー
ム
の
中
で
編
纂
事
業
を
開
始
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
急
速
に

発
展
す
る
本
市
の
転
換
期
に
あ
た
り
、
本
市
の
総
括
的
記
録
を
ま
と
め
」

「
住

民
構
成
の
多
様
化
の
な
か
、
新
た
な
市
民
意
識
の
高
揚
を
図
る
」
（茅
ケ
崎
市
）

と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
県
内
各
市
町
村
の
急
速
な
構
造
転
換

（都
市
化
）

へ
の
対
抗
策
と
し
て
の
文
化
事
業
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。

各
自
治
体
は
ほ
と
ん
ど
が
編
纂
の
基
本
方
針
と
し
て
資
料
の
広
範
囲
な
収
集

と
市
民
に
親
し
ま
れ
る
平
易
な
記
述
、
学
術
性
の
両
立
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か

し
、
実
際
の
各
自
治
体
の
取
り
組
み
方
は
実
に
様
々
で
あ
る
。

試
み
に
各
自
治
体
の
取
り
組
み
方
を
分
類
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
行
政
主
導

型

・
中
央
学
者
型

・
地
元
主
導
型
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
行
政
主
導
型

は
、
資
料
収
集
か
ら
執
筆
ま
で
行
政
側
が

一
貫
し
て
主
導
し
て
い
き
、
大
学
教

授
ク
ラ
ス
が
執
筆
者
と
し
て
参
加
し
て
も
編
纂
期
間
の
短
さ
か
ら
充
分
な
役
割

を
発
揮
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
行
政
主
導
型
は
記
述
の
学
術
性
の
高
さ
、
す
な
わ
ち
日
本
史

全
般
の
流
れ
の
な
か
に
各
地
域
を
位
置
付
け
る
と
い
う
作
業
の
困
難
さ
か
ら
、

高
名
な
学
者
に
編
纂
の
基
本
を
ゆ
だ
ね
る
中
央
学
者
型
に
移

っ
て
い
っ
た
。
こ

の
典
型
例
は
昭
和
三
十
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
横
浜
市
史

』
で
あ
り
、
同
市
史

は
全
国
の
自
治
体
史
編
纂
事
業
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
。

『
横
浜
市
史

』
は
、
自
治
体
史
を
お
国
自
慢
の
レ
ベ
ル
か
ら
学
問
的
に
通
用

す
る
も
の
に
引
き
上
げ
た
と
い
う
点
で
は
大
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
な
県
内
の
地
域
構
造
の
大
転
換
と
い
う
状
況
の
な
か
、

住
民
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
か
め
る
こ
と
―
自
分
の
住
ん
で
い

る
地
域
と
自
分
は
ど
う
か
か
わ
れ
ば
い
い
の
か
―
を
要
求
し
て
き
た
場
合
に
は
、

地
域
住
民
か
ら
の
視
点
が
弱
い
中
央
学
者
型
に
は
そ
の
対
応
に
お
の
ず
と
限
界

が
あ
る
。

そ
の
点
を
考
慮
し
て
み
た
と
き
県
内
で
注
目
さ
れ
る
の
は
昭
和
三
十
ｔ
四
十

年
代
に
刊
行
さ
れ
た

『
相
模
原
市
史

』
で
あ
る
。
同
市
史
の
編
纂
状
況
は

『
相

模
原
市
史

』
第
七
巻
に
お
い
て
編
集
専
門
委
員
の
座
間
美
都
治
氏
に
よ

っ
て
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
二
七
年
か
ら
の
相
模
原
郷
土
懇
話
会
の
活
動

（研
究

会
や
資
料
調
査
な
ど
）
、
相
模
原
教
育
研
究
所
の
郷
土
副
読
本
編
纂
、
市
文
化

財
保
護
条
例
の
施
行
と
い
う

一
連
の
事
業
を
前
提
に
し
て
、
市
史
編
集
の
気
運

が
高
ま
り
、
昭
和
三
六
年
よ
り
市
役
所
分
室
単
位
で
古
老

。
有
志
の
集
い
を
組

織
し
、
彼
ら
の
協
力
を
え
る
な
か
で
資
料
収
集
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
間
、
近

世
文
書
に
対
す
る

一
般
の
理
解
と
興
味
を
深
め
る
た
め
市
立
図
書
館
主
催
の
古

文
書
講
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。
続
け
て
相
模
原
郷
土
懇
話
会
の
機
関
誌
と
し

て
昭
和
三
二
年
に
第

一
集
が
出
さ
れ
た

『
郷
土
相
模
原

』
を
、
第
二
集
か
ら

『
相
模
原
市
史
資
料

』
と
副
題
を

つ
け
市
教
育
委
員
会
か
ら
刊
行
し
、
市
史
執

筆
の
準
備
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
た
。

以
上
の
市
民
を
中
心
と
す
る
活
動
を
受
け
継
ぎ

一
九
六

一
年
か
ら
相
模
原
市

史
刊
行
委
員
会
が
発
足
し
、
昭
和
三
九
年
か
ら
四
八
年
ま
で
全
七
巻
の
市
史
が

刊
行
さ
れ
た
。
市
史
の
編
集
方
針
は

「
相
模
原
市
の
近
代
産
業

へ
の
発
展
の
過

程
を
、
自
然
環
境
に
立
脚
し
た
先
人
の
努
力
と
、
歴
史
的
因
果
の
必
然
的
な
展

開
の
中
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
」

「
日
本
全
体
の
歴
史
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、

相
模
原
の
歴
史
を
浮
き
彫
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
」

「
記
述
の
態
度
を
被
支
配
者

で
あ
る
庶
民
の
側
に
と
り
、
で
き
る
だ
け
表
現
を
平
易
に
す
る
」
と
い
う
三
点

に
ま
と
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
市
史
刊
行
後
、
収
集
資
料
は
整
理
さ
れ
市
立
図
書
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