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さ
か
の
ぼ
り
平
塚
近
代
史 

わ
が
街
の
沿
革
・
市
域
拡
張
の
あ
ゆ
み 

  

平
成
の
大
合
併
と
湘
南
市
構
想 

 

導
入
と
し
て
ゆ
る
キ
ャ
ラ
の
話
か
ら
し
ま
し
ょ
う
。
平
塚
市
に
は
、
市
の
公
式
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
い
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
部
署
で
い
ろ
い
ろ
な
キ
ャ
ラ
が
い
ま
す
。
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
Ｐ
Ｒ
す
る
ク
ル
ク
ル
、
交
通
安
全
を
指
導
す
る
ポ

リ
ケ
ン
く
ん
、
湘
南
バ
ン
ク
（
競
輪
場
）
の
ウ
ィ
ン
デ
ィ
、
図
書
館
の
ぶ
っ
く
ん
、
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
の
た
す
け
く
ん
、
花

ア
グ
リ
の
あ
ぐ
り
ち
ゃ
ん
、
そ
し
て
ち
ょ
っ
と
ユ
ニ
ー
ク
な
形
を
し
た
ベ
ジ
太
で
す
。 

ベ
ジ
太
は
平
塚
産
農
産
物
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
。
平
塚
市
と
東
海
大
学
交
流
事
業
の
一
環
で
環
境
学
科
社
会
環
境

課
程
と
芸
術
学
科
デ
ザ
イ
ン
学
課
程
の
学
生
チ
ー
ム
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
で
す
。
犬
の
ベ
ジ
太
が
背
負
っ
て
い
る
の

は
、
平
塚
市
で
採
れ
る
農
産
物
の
「
ト
マ
ト
」
「
き
ゅ
う
り
」
「
い
ち
ご
」
「
こ
ま
つ
な
」
「
な
す
」
で
す
が
、
実
は

こ
の
形
に
も
う
一
つ
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ベ
ジ
太
は
平
塚
市
の
地
形
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
姿
を
し
て
い
る
の
で
す
。 
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本
日
は
、
こ
の
ベ
ジ
太
の
姿
＝
平
塚
市
の
形
が
ど
の
よ
う
に
し

て
出
来
た
の
か
を
お
話
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
ふ
つ
う
歴
史

を
語
る
と
き
、
過
去
か
ら
現
代
へ
と
向
か
っ
て
話
を
進
め
て
い
く

の
で
す
が
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
現
在
か
ら
過
去
へ
さ
か
の
ぼ

っ
て
話
を
進
め
て
い
く
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
教

育
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
で
放
送
さ
れ
て
い
た
「
さ
か
の
ぼ
り
日
本
史
」

と
い
う
番
組
は
、
こ
の
や
り
方
で
す
ね
。
今
回
は
、
こ
の
手
法
で
、

平
塚
市
の
沿
革
、
主
に
市
域
の
成
り
立
ち
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら

平
塚
の
近
代
史
に
つ
い
て
話
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

先
ず
は
、
今
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。
も
し
か
し
た
ら
、
ベ
ジ
太
の
姿
が
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
も
の
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
お
話
で
す
。 

 

そ
れ
は
、
湘
南
市
構
想
の
こ
と
で
す
。
湘
南
市
構
想
と
い
う
の
は
、
平
塚
市
、
藤
沢
市
、
茅
ヶ
崎
市
、
高
座
郡
寒
川
町
、

中
郡
大
磯
町
、
二
宮
町
の
六
市
町
が
合
併
し
て
人
口
約
九
七
万
人
（
当
時
）
の
都
市
を
つ
く
っ
て
、
政
令
指
定
都
市
に
な
る
こ

と
を
目
指
し
た
も
の
で
し
た
が
、
合
併
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

平塚市 

平塚市の地形から 

うまれたベジ太。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%A1%9A%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%B2%A2%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%85%E3%83%B6%E5%B4%8E%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%BA%A7%E9%83%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%92%E5%B7%9D%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%83%A1_(%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%A3%AF%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%AE%AE%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%BB%83%E7%BD%AE%E5%88%86%E5%90%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82
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も
し
、
こ
の
合
併
が
実
現
し
て
い
た
ら
、
神
奈
川
県
第
三
位
の
人
口
を
有
す
る
市
が
誕
生
し
、
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
）

四
月
に
政
令
市
に
移
行
し
た
相
模
原
市
よ
り
も
規
模
の
大
き
い
政
令
市
と
な
っ
て
、
神
奈
川
県
は
四
つ
の
政
令
市
（
横
浜
市
・

川
崎
市
・
相
模
原
市
・
湘
南
市
）
を
擁
す
る
県
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
湘
南
市
構
想
が
出
て
き
た
背
景
に
は
、
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
ご
ろ
か
ら
活
発
に
な
っ
て
き
た
平
成
の
大
合
併
の

動
き
が
あ
り
ま
す
。
少
子
・
高
齢
化
を
始
め
と
す
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
地
方
分
権
の
流
れ
の
中
で
、
基
礎
自
治
体
に

ふ
さ
わ
し
い
行
財
政
基
盤
の
確
立
を
目
的
と
し
て
、
全
国
的
に
市
町
村
合
併
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
い
ま
し
た
。  

平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
一
月
、
市
民
に
と
っ
て
は
唐
突
と
い
っ
た
印
象
で
し
た
が
、
湘
南
市
構
想
が
打
ち
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
全
国
的
に
も
名
の
通
っ
た
「
湘
南
」
を
市
の
名
称
に
戴
き
、
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
名
と
、
政
令
指
定
都
市
と
い
う
規
模
や

権
限
の
大
き
さ
を
生
か
し
た
街
づ
く
り
を
目
指
そ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
と
き
、
吉
野
稜
威
雄
平
塚
市
長(

当
時
）
を

会
長
と
し
た
湘
南
市
研
究
会
が
発
足
し
、
様
々
な
研
究
・
検
討
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
各
市
町
そ
れ
ぞ
れ
温
度
差
が
あ
り
ま
し

た
が
、
住
民
が
こ
ぞ
っ
て
大
賛
成
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
市
民
不
在
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
感
は
拭
え
ま
せ
ん

で
し
た
。 

そ
う
し
た
中
、
平
成
一
五
年
四
月
二
七
日
の
統
一
地
方
選
で
、
平
塚
市
長
選
で
は
合
併
反
対
を
訴
え
た
大
蔵
律
子
が
推
進

派
の
現
職
を
破
っ
て
当
選
し
た
こ
と
、
茅
ヶ
崎
市
が
難
色
を
示
し
て
い
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
そ
の
年
の
五
月
二
六
日
の

会
合
で
湘
南
市
構
想
は
白
紙
と
さ
れ
、
研
究
会
は
解
散
と
な
り
ま
し
た
。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8827%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8826%E6%97%A5
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昭
和
の
大
合
併
で
現
在
の
市
域
へ 

 

次
に
、
六
〇
年
ほ
ど
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
現
在
の
市
域
の
形
が
整
っ
た
と
き
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。 

現
在
の
平
塚
市
の
市
域
は
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
前
後
に
旧
平
塚
市
が
周
辺
の
町
村
を
吸
収
合
併
し
て
出
来
上

が
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
全
国
的
に
進
め
ら
れ
た
町
村
合
併
政
策
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
日
本
の
市
町
村
は
、
戦

後
に
な
っ
て
公
布
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
治
権
が
保
障
さ
れ
、
地
方
自
治
法
が
制
定
さ
れ
る
な

ど
地
方
自
治
の
制
度
が
整
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
地
方
自
治
を
担
う
自
治
体
が
、
真
に
住
民
の
た
め
の
政
策
を
展
開
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
支
え
る
た
め
の

財
政
力
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
財
政
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
各
市
町
村
が
仕
事
の
合
理
化
や
効
率
化
を
図

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
い
く
つ
か
の
町
村
が
合
併
し
て
一
定
規
模
の
人
口
と
面
積
を
持
つ
町
村
に
再
編
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
占
領
当
時
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
最
も
有
力
な
意
見
が
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。 

 

こ
う
し
た
中
で
政
府
は
、
昭
和
二
八
年
に
町
村
合
併
促
進
法
を
成
立
さ
せ
、
こ
の
年
か
ら
三
か
年
計
画
で
本
格
的
に

町
村
合
併
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
た
。
こ
の
政
策
に
よ
り
全
国
の
自
治
体
数
は
約
三
分
の
一
に
減
り
ま
し
た
。
中
で 
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図１ 平塚市域町村図（明治22年～昭和32年） 
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も
神
奈
川
県
は
、
全
国
で
一
番
は
か
ど
っ
た
と
こ
ろ
で
、
昭
和
二
八
年
に
は
八
市
三
五
町
七
三
村
（
一
一
六
団
体
）
あ
っ

た
自
治
体
が
、
こ
の
と
き
の
合
併
で
一
三
市
二
四
町
三
村
（
四
〇
団
体
）
と
な
っ
た
の
で
す
。 

 

た
だ
、
は
か
ど
っ
た
と
は
言
っ
て
も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
塚

市
に
お
け
る
合
併
の
様
子
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
七
月
一
五
日
に
、
金
目
川
（
花
水
川
）
を
挟
ん
で
西
側
に
位
置
す
る
旭
村
が
、
い
ち
早
く
平

塚
市
と
合
併
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
平
塚
市
の
北
側
に
あ
っ
て
大
き
く
境
界
を
接
す
る
大
野
町
は
、
す
ん
な
り
と
平
塚

市
と
の
合
併
を
決
め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

大
野
町
と
は
そ
れ
以
前
に
も
何
度
か
平
塚
市
と
の
合
併
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
実
現
に

は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
野
町
と
の
合
併
は
、
そ
の
先
に
あ
る
神
田
、
豊
田
、
金
田
、
城
島
、
岡
崎
と
い
っ
た
村
を

合
併
す
る
う
え
で
、
地
理
的
に
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
共
に
、
多
く
の
工
場
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
経
済

的
に
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
昭
和
三
一
年
九
月
五
日
、
平
塚
市
と
大
野
町
と
の
合
併
が
、
両
市
町
の
議
会
で
決
議
さ

れ
ま
し
た
。
同
日
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
神
田
、
金
田
、
城
島
、
土
沢
の
四
か
村
も
、
平
塚
市
と
の
合
併
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
の
議
会
で
決
議
さ
れ
ま
し
た
。 

 

豊
田
村
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
半
年
前
の
四
月
に
大
野
町
と
合
併
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
塚
市
と
の
合
併
を
前
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提
に
大
野
町
が
そ
の
発
言
力
を
強
め
る
意
味
で
の
合
併
で
し
た
。 

 
岡
崎
村
は
、
こ
れ
ら
の
五
か
村
と
同
日
の
合
併
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
は
村
内
で
の
意
見
一
致
が
で
き
ず
、
村
を
割

っ
て
の
分
村
合
併
と
な
り
、
岡
崎
村
の
う
ち
大
句
と
馬
渡
は
伊
勢
原
町
へ
合
併
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
じ
よ
う

な
動
き
は
城
島
村
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
意
見
が
ま
と
ま
り
村
を
割
る
こ
と
な
く
合
併
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。 

 

金
目
村
は
、
当
初
よ
り
農
業
を
中
心
と
し
た
村
づ
く
り
を
志
向
し
て
い
て
、
近
隣
の
村
に
合
併
を
働
き
か
け
て
い
ま

し
た
。
た
だ
、
そ
の
動
き
は
大
根
村
の
真
田
の
み
を
編
入
す
る
に
止
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
周
辺
の
町
村
が
平

塚
市
、
秦
野
市
、
伊
勢
原
町
な
ど
と
合
併
し
て
い
く
状
況
に
な
っ
て
く
る
と
、
村
民
の
間
に
は
平
塚
市
と
の
合
併
を
望

む
声
が
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。
村
の
中
で
は
、
し
ば
ら
く
対
立
状
況
が
続
き
ま
し
た
が
、
多
く
の
村
民
が
平
塚
市
へ
の

賛
意
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
）
一
〇
月
一
日
に
な
っ
て
平
塚
市
と
合
併
し
ま
し
た
。 

 

こ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
て
、
現
在
の
市
域
、
市
の
輪
郭
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
出
来
あ
が
っ
た
の
で
す
。 

 

郡
制
廃
止
と
平
塚
市
制
施
行 

 

現
在
の
市
域
は
、
こ
の
よ
う
に
昭
和
の
大
合
併
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
核
と
な
っ
た
旧
市
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は
ど
の
よ
う
に
出
来
て
い
っ
た
の
か
、
時
間
を
四
半
世
紀
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
平
塚
の
〝
市
〟
と

し
て
の
出
発
は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
四
月
一
日
で
す
。
神
奈
川
県
下
で
は
、
横
浜
、
横
須
賀
、
川
崎
に
次
い
で
四

番
目
の
市
制
施
行
に
な
り
ま
す
。 

平
塚
市
が
、
県
下
で
も
四
番
目
と
い
う
早
い
時
期
に
市
制
施
行
が
出
来
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

市
制
施
行
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
一
〇
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

平
成
の
大
合
併
が
、
地
方
分
権
・
行
財
政
改
革
と
い
っ
た
動
き
の
中
で
、
ま
た
、
昭
和
の
大
合
併
が
、
町
村
合
併
促

進
法
を
契
機
に
進
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
平
塚
市
の
誕
生
も
中
央
の
政
策
・
制
度
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
は
、
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
郡
制
廃
止
が
契
機
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

郡
制
廃
止
っ
て
何
？
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
ず
は
簡
単
に
郡
制
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
ま
す
。 

現
在
は
、
国
の
下
に
都
道
府
県
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
に
市
町
村
が
あ
っ
て
、
こ
の
市
町
村
を
基
礎
自
治
体
な
ど
と
も

呼
ぶ
の
で
す
が
、
か
つ
て
は
県
と
町
村
の
間
に
郡
と
い
う
地
方
自
治
体
が
あ
り
ま
し
た
。
郡
長
は
官
選
（
い
わ
ゆ
る
中
央

の
お
役
人
）
で
、
公
選
の
郡
会
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

郡
は
、
県
の
命
令
を
町
村
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
多
く
の
町
村
事
務
に
対
す
る
監
督
行
政
権
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。た
だ
単
に
中
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、県
の
下
に
あ
っ
て
町
村
を
指
揮
監
督
す
る
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

た
だ
、
郡
に
は
課
税
権
が
な
い
な
ど
、
自
治
体
と
し
て
は
あ
る
意
味
で
は
不
完
全
で
し
た
。
課
税
権
が
な
い
の
で
、
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財
源
も
特
に
な
く
、
そ
の
た
め
、
町
村
が
郡
役
所
の
経
費
や
仕
事
を
負
担
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 
当
時
の
町
村
に
し
て
み
れ
ば
、
お
金
を
負
担
さ
せ
ら
れ
た
う
え
に
、
行
政
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
口
を
出
さ
れ
て
、
や
り

に
く
い
部
分
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

郡
制
は
、
市
制
・
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
年
の
翌
年
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
地
方
行

政
の
ス
リ
ム
化
、
地
方
経
費
の
節
約
と
い
う
観
点
か
ら
何
度
か
廃
止
法
案
が
出
さ
れ
て
お
り
、
よ
う
や
く
大
正
一
〇
年

（
一
九
二
一
）
の
原
敬
内
閣
の
と
き
に
可
決
、
大
正
一
二
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
と
き
、
自
治
体
と
し
て
の
郡
は
な
く
な
っ
て
、
た
だ
の
行
政
区
画
と
な
り
ま
す
が
、
郡
長
と
郡
役
所
は
そ
の
後

三
年
ほ
ど
地
方
行
政
官
庁
と
し
て
残
り
、
大
正
一
五
年
に
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。 

郡
制
及
び
郡
役
所
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
町
村
は
県
か
ら
直
接
指
導
監
督
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
だ

け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
事
務
と
財
政
負
担
が
大
幅
に
増
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
事
務
軽
減
・
経
費
節
約
の

意
味
か
ら
町
村
合
併
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
国
（
内
務
省
）
や
県
で
も
町
村
合
併
を
奨
励
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

神
奈
川
県
は
、
経
済
、
交
通
、
地
勢
、
産
業
、
人
情
、
風
俗
の
共
通
す
る
町
村
は
極
力
合
併
す
る
よ
う
に
と
い
う
方

針
を
定
め
、
こ
の
方
針
の
第
一
期
に
行
な
う
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
平
塚
町
と
須
馬
町
の
合
併
を
掲
げ
、
さ
ら
に
そ
の

先
に
あ
る
市
制
施
行
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
実
現
に
向
け
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

さ
て
、
こ
こ
に
出
て
き
た
須
馬
町
と
い
う
聞
き
な
れ
な
い
町
名
に
つ
い
て
簡
単
に
補
足
し
て
お
き
ま
す
。
後
で
ま
た
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述
べ
る
明
治
の
大
合
併
の
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
の
須
賀
村
と
馬
入
村
が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）

に
は
町
制
を
し
い
て
お
り
、
平
塚
町
の
東
隣
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。 

合
併
問
題
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
県
は
平
塚
市
を
は
じ
め
と
す
る
将
来
の
市
制
地
に
都
市
計
画
法
を
適
用
す
る
意
向

を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
関
東
大
震
災
の
後
、
比
較
的
被
害
が
少
な
く
住
宅
に
適
し
た
地
勢
に
あ
っ
た
平
塚
に

多
く
の
人
が
流
入
し
た
こ
と
で
、
市
街
地
が
無
秩
序
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
防
止
す
る
意
味
合
い
も
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
こ
と
で
、
平
塚
町
の
合
併
は
、
「
大
平
塚
建
設
計
画
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
市
制
施
行
、
都
市
計
画

の
三
点
セ
ッ
ト
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

昭
和
四
年
四
月
一
日
、
平
塚
と
須
馬
の
両
町
は
合
併
し
て
平
塚
町
に
な
り
ま
し
た
。
町
名
は
、
今
ま
で
ど
お
り
の
平

塚
町
で
す
が
、
こ
れ
は
編
入
合
併
で
は
な
く
、
対
等
合
併
で
あ
り
、
新
し
い
町
の
新
設
と
い
う
位
置
付
け
で
し
た
。 

こ
の
合
併
に
よ
り
警
察
署
も
新
し
く
平
塚
町
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
郡
制
時
代
、
中
郡
を
管
轄
す
る
警
察
署
は
大
磯

に
置
か
れ
て
お
り
、
秦
野
と
伊
勢
原
に
分
署
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
郡
制
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
郡
役
所
が
所
管
し
て

い
た
行
政
事
務
の
多
く
が
警
察
に
移
譲
さ
れ
た
た
め
に
警
察
事
務
が
煩
雑
と
な
り
、
従
来
の
警
察
管
轄
で
は
支
障
を
き

た
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
秦
野
と
伊
勢
原
の
分
署
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
さ
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
大
磯
警
察
署

か
ら
平
塚
警
察
署
を
分
離
独
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
き
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

合
併
当
初
か
ら
の
方
針
で
あ
っ
た
平
塚
町
の
市
制
施
行
は
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
な
っ
て
具
体
的
に
動
き
始
め
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ま
す
。
そ
の
年
の
一
月
、
平
塚
市
実
現
に
邁
進
す
る
こ
と
が
平
塚
町
会
協
議
会
で
決
め
ら
れ
、
一
三
名
の
市
制
施
行
準

備
調
査
委
員
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
ら
の
委
員
は
、
東
京
市
制
調
査
会
に
池
田
宏
（
前
神
奈
川
県
知
事
）
理
事
を
訪
問
し
て
意
見
を
聞
い
た
り
、
先
進
各

市
を
視
察
し
て
調
査
し
た
り
す
る
な
ど
し
ま
し
た
。
ま
た
、
住
人
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
た
め
に
様
々
な
懇
談
会
や

座
談
会
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
て
平
塚
町
は
、
昭
和
七
年
四
月
一
日
に
市
制
を
施
行
し
、
神
奈
川
県
下
で
四
番
目
の
市
と
な
り
ま
し
た
。
初

代
の
市
長
は
、
鈴
木
清
寿
が
市
議
会
で
推
薦
さ
れ
て
就
任
し
ま
し
た
。
平
塚
・
須
馬
両
町
の
合
併
か
ら
市
制
施
行
ま
で

三
年
間
あ
る
も
の
の
、実
際
に
市
制
の
準
備
と
し
て
動
き
出
し
た
の
は
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
昭
和
六
年
一
月
か
ら
で
、

市
制
施
行
と
い
う
大
事
業
を
一
年
二
か
月
ほ
ど
で
成
し
遂
げ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
当
時
の
当
局
と
町
民

が
市
制
に
向
け
て
の
強
い
意
志
と
活
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
資
料
な
ど
を
み
る
と
、
市

制
施
行
に
向
け
て
の
気
概
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
て
、
平
塚
市
の
活
力
を
感
じ
な
い
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
「
市

制
準
備
に
関
す
る
経
過
調
書
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。 

 

昨
年
行
な
っ
た
国
勢
調
査
か
ら
の
結
果
か
ら
も
、
戸
数
・
人
口
に
お
い
て
は
す
で
に
既
設
小
都
市
（
市
制
の
先
進
市
）

と
比
べ
て
も
遜
色
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
我
が
町
の
最
近
の
発
展
力
を
考
え
る
と
き
は
、
実
に
全
国
都
市
中
数
位
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を
下
ら
な
い
実
情
に
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
や
や
も
す
れ
ば
金
融
産
業
の
中
心
、
物
資
集
散
の
枢
要
た
る
の
点
に

お
い
て
、
京
浜
方
面
に
直
接
取
引
を
行
い
、
そ
の
中
心
を
京
浜
に
併
合
さ
れ
よ
う
と
す
る
趨
勢
に
あ
り
、
こ
の
自

衛
の
策
と
し
て
こ
の
際
市
制
を
施
行
し
て
、県
下
地
方
に
お
け
る
産
業
中
心
都
市
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
維
持
し
、

さ
ら
に
進
ん
で
一
段
の
発
展
繁
栄
を
企
図
す
る
の
は
、
当
局
と
し
て
当
然
採
る
べ
き
策
で
あ
る
。 

 こ
こ
に
は
、
当
時
の
平
塚
町
の
「
や
る
気
」
が
非
常
に
感
じ
ら
れ
、
平
塚
が
他
の
町
に
先
駆
け
て
市
制
を
敷
く
こ
と

が
出
来
た
理
由
も
こ
の
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
京
浜
地
方
に
対
抗
し
て
い
こ
う
、
そ
の
た
め
に
平
塚

は
市
制
を
敷
い
て
こ
の
辺
り
の
中
核
に
な
る
の
だ
と
い
う
意
識
も
興
味
深
い
で
す
。
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
時
期
の
平
塚
は
、
県
下
有
数
の
都
市
で
あ
り
、
先
進
の
横
浜
、
川
崎
、
横
須
賀
を
除
け
ば
、
県
下
で
最
も
発
展
が
著

し
い
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
平
塚
が
こ
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
の
か
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
見
ま
し
ょ
う
。 

 

発
展
す
る
平
塚
と
中
郡
衙
移
転
問
題 

 

平
塚
が
発
展
し
た
一
番
大
き
な
契
機
は
、
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
の
東
海
道
線
平
塚
駅
の
設
置
で
す
。
平
塚
は
、
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江
戸
時
代
に
は
東
海
道
五
十
三
次
の
宿
場
の
一
つ
と
し
て
栄
え
、
ま
た
、
相
模
川
河
口
の
須
賀
湊
は
、
中
世
以
来
の
水

上
交
通
の
要
衝
で
し
た
。 

 

そ
れ
が
、
鉄
道
の
開
通
に
よ
っ
て
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
重
要
性
が
高
ま
り
ま
し
た
。
平
塚
か
ら
は
県
央
の
厚
木

や
伊
勢
原
、
秦
野
に
向
か
う
道
が
放
射
線
状
に
伸
び
て
お
り
、
こ
う
し
た
町
を
含
め
周
辺
の
地
域
か
ら
東
京
へ
の
物
産

は
す
べ
て
平
塚
を
通
っ
て
送
り
出
さ
れ
ま
し
た
し
、
反
対
に
東
京
か
ら
の
物
資
は
平
塚
を
通
っ
て
各
地
域
へ
送
ら
れ
ま

し
た
。
も
の
の
流
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
の
流
れ
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
し
た
。
例
え
ば
、
大
山
参
り
の
参
拝
者
も
東

海
道
線
の
開
通
に
よ
っ
て
、
平
塚
駅
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
平
塚
市
の
地
理
的
特
性
が
、
平
塚

発
展
の
大
き
な
要
因
で
し
た
。 

 

平
塚
発
展
の
も
う
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
明
治
三
九
年
の
日
本
火
薬
製
造
会
社
（
日
本
爆
発
物
製
造
会
社
か
ら
海
軍

火
薬
廠
と
な
る
）
の
建
設
で
し
ょ
う
。
こ
の
会
社
の
敷
地
は
、
平
塚
町
、
大
野
村
に
ま
た
が
り
、
経
済
的
あ
る
い
は
社
会

的
に
も
、
周
辺
の
村
々
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
そ
の
後
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
、
平
塚
町
に
相
模
紡
績
会
社
、
須
馬
村
に
関
東
紡
績
会
社
が
設
立
さ
れ
、

こ
の
地
域
は
一
大
工
業
都
市
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

こ
の
平
塚
町
の
発
展
振
り
を
現
す
出
来
事
と
し
て
中
郡
役
所
の
移
転
改
築
問
題
が
あ
り
ま
す
。
大
正
三
年
五
月
、
中

郡
衙
（
役
所
）
の
改
築
問
題
が
持
ち
上
が
り
ま
す
。
中
郡
は
、
平
塚
町
を
始
め
当
時
は
二
七
か
町
村
か
ら
な
っ
て
お
り
、 
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図２ 中郡町村図（大正期） 
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郡
衙
が
大
磯
町
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
こ
の
と
き
、
平
塚
町
の
町
会
議
員
か
ら
、
郡
衙
を
平
塚
町
へ
移
転
さ
せ
よ
う
と
の
動
き
が
起
こ
り
、
各
市
町
へ
積
極

的
な
働
き
か
け
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
磯
町
側
も
、
現
在
地
で
の
改
築
を
求
め
る
運
動
を
展
開
し
ま

し
た
。
移
転
派
は
、
平
塚
町
を
含
め
一
九
か
町
村
（
ほ
ぼ
現
在
の
平
塚
と
伊
勢
原
の
市
域
）
、
反
対
派
は
、
大
磯
、
国
府
、
吾

妻
の
三
町
村
（
現
在
の
大
磯
、
二
宮
町
）
、
秦
野
の
一
町
三
村
（
ほ
ぼ
現
在
の
秦
野
市
域
）
は
中
立
の
立
場
を
と
り
ま
し
た
。 

移
転
派
は
、
移
転
理
由
と
し
て
、
主
に
平
塚
町
の
交
通
の
利
便
性
を
上
げ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
な
平

塚
町
の
地
理
的
位
置
が
、
農
会
の
技
術
員
や
郡
吏
（
役
人
）
の
派
遣
、
郡
経
営
に
係
わ
る
諸
種
の
会
合
や
集
会
、
農
業
倉

庫
の
設
備
経
営
、
兵
事
事
務
な
ど
の
人
的
な
往
来
、
物
資
輸
送
で
便
利
で
あ
る
か
ら
で
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
反
対
派
は
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
以
来
、
郡
役
所
が
大
磯
町
に
置
か
れ
て
き
た
伝
統
を
強
調
し

ま
す
。
郡
役
所
が
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
磯
町
に
は
、
警
察
署
を
始
め
税
務
署
、
裁
判
所
出
張
所
、
帝
室
林
野
管
理

局
出
張
所
な
ど
の
公
官
庁
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
の
関
連
も
反
対
の
主
張
に
繋
が
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

移
転
派
、
反
対
派
双
方
と
も
に
請
願
や
陳
情
を
繰
り
返
す
な
ど
の
運
動
を
行
な
い
ま
す
が
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）

八
月
に
知
事
に
就
任
し
た
有
吉
忠
一
が
、
「
行
政
官
庁
が
み
だ
り
に
移
転
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
移
転
反
対
の

立
場
を
と
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
、
最
終
的
に
は
大
磯
町
で
の
改
築
が
決
定
し
ま
し
た
。
結
果
的
に
、
郡
役
所

が
平
塚
町
に
置
か
れ
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
中
郡
内
に
お
け
る
平
塚
町
の
地
位
が
高
い
こ
と
を
示
し
た
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出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
一
日
、
関
東
大
震
災
が
起
こ
り
、
平
塚
も
被
害
を
受
け
ま
す
が
、
大
規
模
な
火
災
は

な
く
、
復
興
が
わ
り
あ
い
と
早
か
っ
た
た
め
、
被
害
の
大
き
か
っ
た
京
浜
地
域
か
ら
人
が
流
れ
込
み
、
住
宅
建
築
需
要

が
高
ま
り
、
帝
都
復
興
の
目
的
で
馬
入
川
砂
利
や
砂
の
需
要
も
急
増
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
平
塚
は
震
災
後
に
も

ま
た
著
し
く
発
展
し
た
の
で
す
。 

 

明
治
の
大
合
併
と
行
政
村
の
成
立 

 

平
塚
の
発
展
振
り
が
著
し
か
っ
た
大
正
期
よ
り
さ
ら
に
三
〇
年
ほ
ど
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
平
塚
市
域
を
構
成
し
て

い
た
町
村
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
を
最
後
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
平
塚
市
域
は
、
昭
和
の
大
合
併
の
と
き
に
旧
平
塚
市
が
周
辺
の
町
村
を
合
併
し
て

出
来
た
も
の
で
す
。
こ
の
合
併
以
前
の
町
村
と
い
う
の
は
、
そ
の
起
源
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）

に
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
際
に
、
そ
れ
ま
で
の
江
戸
時
代
に
繋
が
る
町
村
が
合
併
し
て
出
来
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
と

き
の
合
併
を
明
治
の
大
合
併
と
い
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
出
来
た
村
を
行
政
村
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
町
村

制
を
国
家
基
礎
に
据
え
て
い
こ
う
と
す
る
行
政
的
な
必
要
か
ら
、
い
わ
ば
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
町
村
だ
か
ら
で
す
。 
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図３ 江戸時代の平塚市域の村  々
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こ
れ
に
対
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
の
村
、
そ
の
先
の
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
村
に
つ
い
て
は
、
自
然
村
と
い
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
の
村
は
、
生
産
や
生
活
の
た
め
に
自
然
発
生
的
に
現
れ
た
共
同
体
と
し
て
の
村
を
ル
ー
ツ
と
し
て
い
て
、

農
業
や
漁
業
な
ど
の
生
産
の
単
位
、
生
活
し
て
い
く
た
め
の
集
合
体
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
領
主

の
年
貢
徴
収
を
請
負
っ
た
り
、
領
主
か
ら
の
命
令
を
各
農
民
に
伝
達
し
た
り
、
治
安
に
あ
っ
た
た
り
と
、
行
政
の
最
末

端
機
関
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

明
治
に
な
っ
て
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
体
制
を
整
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
一
方
で
中
央
集
権
体
制
を
推
し
進
め
な

が
ら
、
も
う
一
方
で
、
行
政
の
最
小
単
位
で
あ
る
村
に
そ
れ
ま
で
以
上
の
役
割
を
要
請
し
ま
し
た
。 

例
え
ば
、
小
学
校
の
設
置
や
道
路
等
の
整
備
、
衛
生
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
を
実
際
に
行
な
お
う
と
す
れ
ば
莫
大
な
費

用
が
か
か
り
、
江
戸
時
代
の
村
の
規
模
で
は
大
変
で
、
実
施
で
き
る
だ
け
の
規
模
を
持
つ
町
村
を
つ
く
る
た
め
に
い
く

つ
か
の
村
を
合
併
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
と
き
の
合
併
に
よ
っ
て
、
神
奈
川
県
は
一
市
三
二
〇
か
町
村
と
な
り
、
平
塚
市
域
も
平
塚
町
、
須
馬
村
、
大
野
村
、

豊
田
村
、
神
田
村
、
城
島
村
、
岡
崎
村
、
金
田
村
、
金
目
村
、
土
沢
村
、
小
中
村
、
山
背
村
、
大
根
村
の
十
三
か
町
村

と
な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
小
中
村
と
山
背
村
は
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
合
併
し
て
旭
村
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

大
根
村
は
真
田
が
、
岡
崎
村
は
大
句
村
と
馬
渡
村
を
除
く
六
村
が
、
後
の
平
塚
市
域
と
な
り
ま
す
。 

こ
の
と
き
の
合
併
で
出
来
た
新
町
村
に
つ
い
て
、
一
つ
注
目
し
た
い
の
が
、
そ
の
名
称
で
す
。
い
く
つ
か
の
町
村
が 
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合
併
し
て
出
来
上
が
っ
た
新
し
い
町
村
に
は
、
当
然
新
し
い
名
称
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
の
市
町
村
名
は
、

そ
の
付
け
ら
れ
方
と
し
て
い
く
つ
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
平
塚
市
域
の
町
村
を
分
類
し
て
み
る
と
前
ペ
ー

ジ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

明
治
の
大
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
市
域
の
村
は
、
町
村
制
に
よ
っ
て
法
人
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の

多
く
は
昭
和
の
大
合
併
ま
で
の
八
〇
年
間
弱
、
基
礎
自
治
体
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

（
丸
島
隆
雄
） 
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西暦 月日 事　項

明治 4 1871 7.14 廃藩置県。小田原県が置かれる。
11.14 小田原県を足柄県に改称。

5 1872 10.10 大区小区制施行。
9 1876 4.18

‐

11 1878 7.22

22 1889 4. 1 市制・町村制施行。
23 1890 5.17 府県制･郡制公布。
29 1896 3.26 大住郡と淘綾郡を統合し中郡とする。
42 1909 4. 1 小中村、山背村が合併して旭村となる。

大正 3 1914 5. 1 中郡役所移転問題起こる。
5 1916 12.19 中郡役所、県会で大磯町に改築決定

12 1923 4. 1 郡制廃止。
15 1926 7. 1 中郡役所廃止。

昭和 2 1927 1. 1 須馬村、町制を施行。
4 1929 4. 1 平塚町と須馬町が合併し、平塚町と称す。
7 1932 4. 1 平塚市制施行。

19 1944 2.11 大野村、町制施行。
28 1953 10. 1 町村合併促進法施行（S39.9期限）
29 1954 7.15 旭村が平塚市に編入合併。
30 1955 3. 2 大根村真田が金目村に編入合併。

7.15 境界変更により大野町の一部（0.216k㎡）を寒
川町に繰入。

31 1956 4. 1 豊田村が大野町に編入合併。
9.30 大野町、神田村、城島村、金田村、土沢村、岡

崎村（上下入山瀬、西海地、矢崎、大畑、丸島）
が平塚市に編入合併。

32 1957 10. 1 金目村が平塚市に編入合併。
平成 7 1995 5.19 地方分権推進法成立。

11 1999 7.16 地方分権一括法成立。
13 2001 4. 1 平塚市、特例市になる。
14 2002 1．- 湘南市研究会発足。
15 2003 5.26 湘南市研究会解散。

合併関連年表

郡区町村編成制定（大区小区制廃止）。大住淘
綾郡役所、大磯町に設置。

足柄県廃止。旧相模国は神奈川県の管轄に入
る。

松延、朝氏、久松の３村が合併して纒村となる。

年


