
　
扇
島
地
区
は
南
に
与
田
浦
、
北
に

は
茨
城
県
と
の
境
界
と
な
る
常
陸
利

根
川
が
接
す
る
水
辺
の
地
区
で
す
。

江
戸
時
代
の
初
め
に
香
取
の
海
に
囲

ま
れ
た
沖お

き

之の

島し
ま

を
徳
川
家
康
が
新
嶋

と
命
名
し
、
香
取
の
海
を
埋
め
立
て

て
現
在
の
水
路
が
巡
る
広
大
な
陸
地

が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
開
発
途
中
の

１
７
０
０
年
ご
ろ
に
作
成
さ
れ
た
元げ

ん

禄ろ
く

国く
に

絵え

図ず

か
ら
は
、
沖
之
島
で
あ
っ

た
場
所
に
扇
嶋
や
境
嶋
な
ど
の
村
落

が
見
ら
れ
ま
す
が
、
現
在
の
新
島
地

区
よ
り
陸
地
の
範
囲

が
狭
い
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。
現
在
の

扇
島
の
居
住
域
は
、

開
発
以
前
に
は
十じ

ゅ
う

三さ
ん

枚ま
い

又ま
た

須す

と
呼
ば
れ
て

い
た
沖
之
島
の
一
区

画
で
す
。

　
江
戸
時
代
か
ら
昭

和
40
年
代
に
か
け
て

は
、
扇
島
地
区
に
存

在
し
た
接
骨
医
の
本

世
堂
が
有
名
で
あ

り
、
医
院
に
は
け
が

の
治
療
の
た
め
多
く

の
人
々
が
訪

れ
ま
し
た
。

１
８
４
３
年

に
は
水
戸
藩

の
重
臣
で
あ

る
藤ふ

じ

田た

東と
う

湖こ

が
落
馬
の
け

が
の
治
療
に
訪
れ
、
大
正
時
代
に
は

力
士
に
評
判
が
広
が
り
、
入
院
す
る

力
士
の
た
め
に
敷
地
内
に
土
俵
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
遠
方
か
ら
訪
れ

て
近
辺
の
民
家
に
泊
ま
り
通
院
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
水
上
交
通
が

盛
ん
な
時
期
に
は
、
利
根
川
と
霞
ヶ

浦
を
伝
っ
て
評
判
が
伝
わ
り
、
佐
原

と
潮
来
間
の
定
期
船
で
は
医
院
の
近

く
に
停
船
場
が
設
け
ら
れ
、
津
宮
か

ら
は
直
行
す
る
病
院
船
が
あ
る
ほ
ど

で
し
た
。
い
つ
し
か
本
世
堂
は
十
三

枚
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

本
世
堂
が
製
造
す
る
湿
布
薬
の

「
十
三
枚
本ほ

ん

世せ
い

散さ
ん

」
も
明
治
時
代
に

は
東
京
の
神
田
、
茨
城
県
南
部
と
千

葉
県
北
部
の
薬
屋
で
販
売
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
の
湿
布
薬
と
は
異
な
り
、

粉
末
の
薬
剤
を
酒
や
酢
と
混
ぜ
合
わ

せ
、
紙
か
布
に
塗
り
患
部
に
貼
り
付

け
る
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
薬
に
は
カ
ッ
パ
か
ら

作
り
方
を
教
わ
っ
た
と
い
う
水
辺
の

地
域
ら
し
い
伝
承
が
あ
り
、
商
品
名

の
十
三
枚
は
、
使
い
始
め
て
13
枚
目

に
は
け
が
が
治
る
こ
と
か
ら
と
も
い

わ
れ
ま
す
。
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