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わ
が
国
の
経
済
が
今
後
も
成
長
し
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、

プ
ロ
ダ
ク
ト
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
に
よ
る
第
４
次
産
業
革
命
、

さ
ら
に
は
働
き
方
改
革
や
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
進
展
な
ど
に
よ
る

労
働
生
産
性
の
向
上
が
不
可
欠
だ
。

人
口
減
少
に
お
い
て
も
経
済
成
長
は
可
能
で
あ
り
、

課
題
先
進
国
で
あ
る
わ
が
国
こ
そ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
を
起
こ
す
絶
好
の
機
会
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
が
さ
ら
な
る
成
長
を
も
た
ら
す
と
提
唱
す
る
立
正
大
学
の
吉
川
洋
教
授

と
、三
菱
総
合
研
究
所
の
武
田
洋
子 

政
策・経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に

議
論
し
て
い
た
だ
い
た
。

ਓ
ޱ
ݮ
গ
と
ܦ
ࡁ
の
ؔ


٢
　

わ
が
国
は
人
口
減
少
に
直
面
し
て
い
ま

す
。
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
（
社

人
研
）
の
最
新
の
将
来
人
口
推
計
で
は
、

２
１
１
５
年
に
は
日
本
の
人
口
は
５
０
５
５
万

人
（
中
位
推
計
）
に
な
る
と
さ
れ
ま
す
。

１
０
０
年
で
人
口
が
現
在
の
１
億
２
６
７
２
万

人
か
ら
半
分
以
下
に
な
り
ま
す
。
趨
勢
と
し
て

人
口
が
減
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

わ
が
国
は
超
高
齢
化
も
迎
え
ま
す
。
人
口
減
少

と
高
齢
化
は
、
社
会
保
障
や
財
政
に
大
き
な
負

荷
を
か
け
ま
す
。
わ
が
国
は
早
急
に
財
政
悪
化

を
食
い
止
め
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
は
歳
出
を
抑
え
、
歳
入
を
増
や
し
て
い
く

こ
と
で
す
。

　

人
口
減
少
と
高
齢
化
は
大
き
な
問
題
で
す
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
経
済
成
長
が
マ
イ

ナ
ス
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
悲
観
的

な
議
論
が
聞
か
れ
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
経
済
成

長
は
人
口
増
が
主
因
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本

の
人
口
は
明
治
以
降
に
約
３
倍
に
な
り
ま
し
た

が
、
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
40
倍
に
な
っ
て
い
ま
す

（
図
）。
経
済
成
長
に
対
す
る
人
口
増
の
寄
与
は

高
々
、
年
１
％
程
度
で
し
ょ
う
。
日
本
の
高
度

成
長
期
も
人
口
の
伸
び
は
年
１
％
程
度
で
し
た
。

最
近
ま
で
年
率
10
％
前
後
の
高
い
成
長
を
遂
げ

て
い
た
中
国
も
、
人
口
は
年
率
１
％
増
で
し
た
。

し
か
し
中
国
は
生
産
年
齢
人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎

え
て
か
ら
も
６
〜
９
％
の
高
い
成
長
を
遂
げ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
経
済
成
長
は
１
人
当
た
り

の
生
産
性
（
所
得
・
付
加
価
値
）、
１
人
当
た
り

の
労
働
生
産
性
の
伸
び
の
方
が
重
要
な
の
で
す
。

労
働
者
１
人
当
た
り
が
つ
く
る
モ
ノ
・
サ
ー
ビ

人
口
と
日
本
経
済

未
来
を
ど
う
描
く
か
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い
う
言
葉
で
す
。
私
た
ち
は
超
高
齢
化
社
会
に

足
を
踏
み
入
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
、
こ
の
機

会
に
社
会
の
す
べ
て
の
仕
組
み
を
変
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
と
は
、
ハ
ー
ド
の
技
術
進
歩
を
指
す
だ
け
で

は
な
く
ソ
フ
ト
の
技
術
進
歩
も
含
み
ま
す
。
つ

ま
り
、
住
ま
い
や
交
通
手
段
、
流
通
、
都
市
の

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
化
―
な
ど
、
社
会
の
仕
組

み
を
変
え
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
多
く
は
先
進
国
で
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
背
景
に
は
、
先
進
国
の
高
い

購
買
力
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
高
齢
者
用
の

紙
お
む
つ
は
日
本
で
考
案
さ
れ
ま
し
た
。
紙
お

む
つ
そ
の
も
の
が
進
化
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
市
場
を
変
え
ま
し
た
。
こ
れ
も
立
派

な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
高
齢
者
用
の
紙
お

む
つ
は
、
中
国
で
は
上
海
な
ど
を
除
く
と
購
買

力
が
低
い
こ
と
も
あ
っ
て
普
及
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
大
き
く
、

購
買
力
も
高
い
。
高
齢
化
と
い
う
意
味
で
は
世

界
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
で
す
。
超
高
齢
化
社

会
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
格
好
な
実
験

場
と
い
え
ま
す
。
世
界
に
先
駆
け
て
多
く
の
ビ

ジ
ネ
ス
を
生
む
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
今
後
も

日
米
欧
を
中
心
と
し
た
先
進
国
で
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
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三
菱
総
合
研
究
所
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
っ
て
社
会
課
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と

が
、
日
本
が
生
き
て
い
く
道
だ
と
提
唱
し
て
い

ま
す
。
社
会
課
題
と
は
、高
齢
化
、地
球
温
暖
化
、

防
災
な
ど
、
人
類
が
解
決
を
必
要
と
し
て
い
る

課
題
で
す
。
社
会
課
題
の
大
き
さ
は
、
そ
れ
を

解
決
し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
の
大
き
さ
の
裏
返

し
で
も
あ
り
ま
す
。
社
会
課
題
解
決
へ
の
ニ
ー

ズ
が
強
ま
る
ほ
ど
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
原
動

力
に
な
り
ま
す
。
企
業
の
中
に
は
「
人
口
減
少

で
市
場
は
縮
小
す
る
の
で
、
新
し
い
市
場
は
生

ま
れ
な
い
」
と
一
歩
引
か
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
課
題
を
解
決
す

る
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
で
あ
れ
ば
、
新
た
な
需
要

を
掘
り
起
こ
せ
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
当
社
で

は
、
社
会
課
題
の
解
決
に
繋
が
る
未
来
の
製
品
・

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
５
０
０
０
人
の
生
活
者
を
対
象

に
行
い
ま
し
た
。
２
０
３
０
年
に
か
け
て
新
技

術
に
よ
り
実
現
す
る
可
能
性
の
あ
る
50
の
製
品

や
サ
ー
ビ
ス
を
有
識
者
と
と
も
に
選
定
し
て
、

そ
の
購
買
意
欲
を
支
払
い
意
思
額
と
併
せ
て
問

い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
環
境
や
安
心
・
安
全
、

ウ
ェ
ル
ネ
ス
、モ
ビ
リ
テ
ィ
な
ど
の
分
野
で
ニ
ー

ズ
が
強
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー

ト
で
利
用
希
望
率
の
高
か
っ
た
ト
ッ
プ
10
は
、

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
給
自
足
し
て
電
気
代
や
ガ
ス

代
の
か
か
ら
な
い
住
宅
」「
火
事
が
起
こ
っ
た
時

に
ロ
ボ
ッ
ト
が
自
動
消
火
す
る
」「
運
転
者
の
居

眠
り
や
意
識
喪
失
時
に
自
動
運
転
モ
ー
ド
に
切

り
替
わ
り
、
安
全
な
場
所
に
停
車
」「
脳
卒
中
や

心
筋
梗
塞
時
に
救
急
に
自
動
通
報
」「
要
介
護
者

の
入
浴
や
ト
イ
レ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
」

「
要
介
護
者
の
移
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ロ
ボ
ッ

ト
」「
セ
ン
サ
ー
な
ど
で
個
人
の
健
康
状
態
を
常

時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」「
体
調
不
調
時
に
家
に
い
な

が
ら
Ａ
Ｉ
医
師
の
診
察
を
受
診
」「
自
動
運
転
な

ど
に
よ
る
交
通
制
御
で
渋
滞
を
回
避
」
―
な
ど

で
す
。
こ
れ
ら
の
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
へ
の
支
払

い
意
思
額
を
基
に
市
場
規
模
を
推
計
す
る
と

ス
が
増
え
れ
ば
、
経
済
は
成
長
し
ま
す
。
１
人

当
た
り
の
労
働
生
産
性
を
増
や
す
こ
と
に
貢
献

す
る
の
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

　

労
働
生
産
性
と
い
う
と
、
人
が
ツ
ル
ハ
シ
を

持
っ
て
１
日
あ
た
り
ど
れ
だ
け
整
地
で
き
た
か
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
も
多
い
の
で
す
が
、

先
進
国
の
労
働
生
産
性
の
向
上
と
は
、
道
路
工

事
に
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
登
場
す
る
よ
う
な
も
の

で
す
。
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
と
い
う
発
明
と
、
そ
の

発
明
を
社
会
が
受
け
入
れ
る
こ
と
が
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
り
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
実
際
に
投

入
さ
れ
る
こ
と
が
資
本
蓄
積
で
す
。
こ
う
し
た

前
提
を
基
に
し
て
考
え
る
と
、
人
口
の
増
減
よ

り
も
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
い
か
に
喚
起
す
る
か

が
日
本
経
済
の
成
長
の
鍵
に
な
る
と
思
い
ま
す
。


　ా

日
本
に
と
っ
て
人
口
減
少
が
課
題
で
あ

る
と
い
う
認
識
は
同
じ
で
す
。
と
り
わ
け
労
働

力
人
口
の
減
少
は
喫
緊
の
課
題
で
す
。
私
は
、

三
つ
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一

つ
は
、
労
働
参
加
率
の
引
き
上
げ
で
す
。
女
性

と
シ
ニ
ア
の
労
働
参
加
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と

で
、
労
働
力
人
口
の
減
少
ペ
ー
ス
を
和
ら
げ
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
女
性
の
労
働
参
加
率
は
、

２
０
１
０
年
代
に
入
っ
て
上
昇
し
て
き
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
も
北
欧
諸
国
に
比
べ
れ
ば
低
く
、

更
な
る
上
昇
が
課
題
で
す
。
非
正
規
雇
用
の
比

率
も
高
く
、
よ
り
責
任
あ
る
役
割
を
担
う
観
点

な
ど
、
質
の
面
で
も
改
善
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。

シ
ニ
ア
に
つ
い
て
も
、
多
様
な
働
き
方
で
社
会

参
画
を
促
す
こ
と
が
重
要
で
す
。
二
つ
目
は
、

吉
川
教
授
の
ご
主
張
ど
お
り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
り
一
人
当
た
り
の
生
産
性
を
高
め
て
い

く
こ
と
で
す
。
企
業
が
前
向
き
に
な
り
、
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
取
組
み
が
進
め
ば
、
日
本
経

済
は
持
続
的
な
成
長
が
可
能
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
最
後
に
、
意
識
改
革
・
制
度
改
革
で
す
。

企
業
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
く
た

め
に
は
、
企
業
や
個
人
が
縮
み
志
向
か
ら
脱
却

し
、
挑
戦
姿
勢
へ
と
意
識
を
変
え
て
い
く
。
そ

し
て
前
向
き
な
意
識
を
醸
成
す
る
た
め
に
、
国

は
規
制
改
革
、
企
業
は
雇
用
慣
行
の
見
直
し
な

ど
、
技
術
革
新
や
時
代
の
変
化
に
見
合
っ
た
制

度
の
見
直
し
も
重
要
で
す
。

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

ध
ཁ
を

ग़

٢
　

前
に
も
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
日
本
経

済
の
成
長
を
握
る
鍵
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

思
い
出
し
た
い
の
は
「
必
要
は
発
明
の
母
」
と
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50
兆
円
市
場
に
も
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
日
常
の
課
題
解
決
や
生
活
の
質
向
上

に
繋
が
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
国
民
の
期
待

は
高
い
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、
企
業
が
こ
れ

ら
の
ニ
ー
ズ
を
と
ら
え
て
挑
戦
し
な
け
れ
ば
、

潜
在
需
要
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

٢
　

日
本
経
済
の
成
長
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
仮
に
、
実
質
Ｇ
Ｄ

Ｐ
が
毎
年
１・５
％
増
、
人
口
は
年
０・５
％
減

と
想
定
し
た
場
合
、
１
人
当
た
り
の
実
質
Ｇ
Ｄ

Ｐ
は
、
毎
年
２・０
％
ず
つ
増
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
す
る
と
、
個
人
の
所
得
は
�5
年
で
２
倍

に
な
り
ま
す
。
現
在
�0
歳
の
人
の
生
涯
所
得
は
、

現
在
�5
歳
の
人
が
受
け
取
る
生
涯
所
得
の
２
倍

に
な
り
ま
す
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
伸
び
率
を
低
く
、
１
・

２
％
増
と
仮
定
し
て
も
、
現
在
20
歳
の
人
の
生

涯
所
得
は
現
在
�5
歳
の
人
の
２
倍
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
想
定
は
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
と
と
ら

れ
が
ち
で
す
が
、
先
進
国
で
は
こ
う
し
た
認
識

が
一
般
的
で
す
。
�5
年
〜
40
年
が
経
過
す
る
と

生
涯
所
得
は
倍
に
な
り
ま
す
。
高
い
購
買
力
を

持
っ
た
人
た
ち
が
、
何
を
欲
し
い
と
思
う
か
。

武
田
さ
ん
が
紹
介
さ
れ
た
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
も

購
買
の
対
象
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
50
兆
円
市

場
は
、
到
達
可
能
か
つ
現
実
的
な
想
定
だ
と
思

い
ま
す
。


　ా
日
本
政
策
投
資
銀
行
が
行
っ
て
い
る「
企

業
行
動
に
関
す
る
意
識
調
査
」
に
お
い
て
、
大

企
業
に
対
し
中
長
期
的
な
市
場
開
拓
や
新
事
業

へ
の
取
り
組
み
を
問
う
調
査
が
あ
り
ま
す
。
大

変
驚
い
た
こ
と
に
、
２
０
１
７
年
６
月
調
査
で

「
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
答
え
た
企
業
は
全
産
業

の
約
�0
％
。
残
り
の
�0
％
の
う
ち
「
今
後
、
取

り
組
む
予
定
は
あ
る
」
は
わ
ず
か
約
10
％
。
残

り
の
約
�0
％
は
「
現
時
点
で
取
り
組
む
予
定
は

な
い
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
た

と
お
り
、消
費
者
は
、日
常
の
課
題
や
Ｑ
Ｏ
Ｌ（
生

活
の
質
）
を
高
め
る
よ
う
な
製
品
や
サ
ー
ビ
ス

を
欲
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
加
齢
に
よ
る
筋
力

低
下
を
補
い
、
歩
行
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る

軽
量
ロ
ボ
ッ
ト
ス
ー
ツ
な
ど
が
出
れ
ば
、
あ
っ

と
い
う
間
に
広
が
り
価
格
も
下
が
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
中
長
期
的
な
市
場
開
拓
に
取

り
組
む
企
業
が
�0
％
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
労
働
市
場
の
変
革
も
待
っ
た
な
し
で

す
。
Ａ
Ｉ
や
Ｉｏ
Ｔ
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
っ
た
先

端
的
な
技
術
の
進
展
で
、
既
存
の
業
務
か
ら
よ

り
付
加
価
値
の
高
い
業
務
へ
と
仕
事
を
変
え
ざ

る
を
得
な
い
人
た
ち
が
現
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
新
市
場
の
創
出

と
労
働
移
動
を
合
致
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ス
ム
ー
ズ
な
労
働
移
動
を
阻
害
し
て
い

る
慣
行
や
退
職
金
制
度
の
見
直
し
は
必
須
で

し
ょ
う
。
産
業
構
造
が
変
わ
っ
て
も
労
働
者
が

適
応
し
て
い
け
る
よ
う
、
ス
キ
ル
の
学
び
直
し

が
い
つ
で
も
で
き
る
よ
う
な
環
境
も
求
め
ら
れ

ま
す
。


ࢢ
と
ॅ

の

ະ
དྷ
の
あ
り
ํ

٢
　

こ
れ
か
ら
の
都
市
の
あ
り
方
を
考
え
る

上
で
は
、
わ
が
国
の
都
市
の
変
遷
が
示
唆
に
富

ん
で
い
ま
す
。
１
８
７
８
年
（
明
治
11
年
）
の

都
市
人
口
の
順
位
を
見
る
と
、
１
位
〜
４
位
ま

で
は
東
京
、
大
阪
、
京
都
、
名
古
屋
と
な
っ
て

お
り
、
現
在
と
ほ
ぼ
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

５
位
に
は
金
沢
が
入
り
、
９
位
に
富
山
、
1�
位

巻 頭 対 談

࿑ಇྗਓޱのݮগをղܾするためにはɺ
ঁ とੑシニアの࿑ಇࢀՃをҾき্ げつつɺ
きとなりがイノベーションにલۀا
Ұਓたりのੜੑ࢈をߴめていけばɺ

ຊࡁܦは࣋ଓతながՄになるとࢥいますɻ
そのためにはҙࣝվ ɾ੍ֵ վֵがඞཁですɻ

Խࣾձにを౿みೖれていますがɺྸߴたちはࢲ
このػձにࣾձのすべてのみを
มえなければはならないとߟえていますɻ

まॅいやަ௨खஈɺྲྀ ௨ɺࢢのコンパクトシティԽʕなどɺ
ࣾձのみをมえていくプロセスで
あらゆるイノベーションがඞཁになりますɻ
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究
も
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
交
通
手
段
の
変
化
で
す
。

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
が
開
業
す
れ
ば
、
大
都

市
の
通
勤
圏
は
さ
ら
に
広
が
り
ま
す
。
今
後
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
っ
て
テ
レ
ワ
ー

ク
が
一
般
的
に
な
れ
ば
、
い
よ
い
よ
人
は
居

住
地
を
自
由
に
選
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
や
美
術
館
が
あ
っ
て
、

書
店
や
カ
フ
ェ
も
あ
る
よ
う
な
大
都
市
を

選
ぶ
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、
自
然
の
中
で

暮
ら
し
た
い
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
二

地
域
居
住
や
、
自
然
豊
か
な
地
域
か
ら
通
勤
す

る
こ
と
も
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。
長
期
的
に

は
、
地
方
都
市
の
人
口
ラ
ン
キ
ン
グ
が
変
わ

る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。


　ా

私
も
、
モ
ビ
リ
テ
ィ
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
新
技
術
に
よ
っ
て
都
市
の
未
来
は
大
き
く

変
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

次
世
代
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
支
え
る
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ

ム
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
働
き
方

の
変
革
に
よ
り
住
ま
い
の
あ
り
方
も
変
わ
り
そ

う
で
す
。
例
え
ば
Ｖ
Ｒ
（
仮
想
現
実
）
な
ど
の

新
技
術
の
活
用
で
遠
隔
地
で
も
協
働
作
業
を
行

う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
大
都
市
と
地
方
都
市

と
の
距
離
が
物
理
的
・
心
理
的
に
近
く
な
れ
ば
、

居
住
地
の
選
択
肢
が
広
が
り
ま
す
。
自
動
運
転

が
実
現
す
れ
ば
、
働
く
人
の
時
間
制
約
、
高
齢

者
の
移
動
制
約
が
減
り
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
・

ニ
ー
ズ
を
生
む
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
日
本
全
体
で
み
れ
ば
人
口
減
少
が
進
む
中

で
イ
ン
フ
ラ
や
都
市
機
能
の
集
積
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
地
域
で
は
都
市
機
能
を
集
積
し
、

そ
れ
を
結
ぶ
「
コ
ン
パ
ク
ト
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
」
が
重
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

に
松
江
、
1�
位
に
鳥
取
が
入
っ
て
お
り
、
現
在

で
は
過
疎
化
が
進
む
日
本
海
側
の
都
市
が
上
位

に
入
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
約
１
０
０
年
後

の
１
９
８
５
年
に
な
る
と
、
明
治
11
年
に
９
位

だ
っ
た
富
山
は
55
位
、
1�
位
の
松
江
は
１
４
０

位
、
1�
位
の
鳥
取
は
１
４
１
位
と
大
幅
に
順
位

を
下
げ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
日
本
海
側
の
都
市
は

急
激
に
人
口
を
減
ら
し
た
の
か
。
そ
の
要
因
は

産
業
の
変
遷
に
あ
り
ま
す
。
明
治
の
始
め
ま
で

は
、
ま
だ
農
業
が
産
業
の
基
盤
で
、
集
積
の
必

要
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
た
め
基
本
的
に
全
国
で

流
通
の
中
心
で
あ
る
城
下
町
・
港
町
の
人
口
が

多
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
明
治
以
降
、
産

業
基
盤
が
工
業
へ
と
変
化
す
る
に
つ
れ
、
集
積

の
必
要
性
が
生
じ
て
き
た
。
職
住
近
接
で
、
大

量
の
労
働
者
を
集
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
お
り
し
も
鉄
道
網
が
発
達
し
た
こ
と
で
、

明
治
以
降
は
太
平
洋
側
の
工
業
地
帯
に
人
口
集

中
が
進
み
ま
し
た
。高
度
成
長
期
は
そ
れ
が
ピ
ー

ク
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
都
市
の
あ

り
か
た
は
、
一
つ
は
産
業
の
あ
り
方
―
集
積

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ど
う
か
、
も
う
一
つ
は
交

通
手
段
と
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
後
、
わ
が
国
の
産
業
は
、
知
識
集
約
型
産

業
に
変
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
知
識
集
約
型
産
業
は
、
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化ㅣ

し
た
製
品
を
製
造
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

技
術
を
利
用
し
た
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
開
発
・

製
造
、
特
許
な
ど
の
知
的
財
産
権
関
連
の
サ
ー

ビ
ス
・
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
製
造
業
・

サ
ー
ビ
ス
業
を
指
し
ま
す
。
こ
う
し
た
知
識

集
約
型
産
業
が
ど
れ
だ
け
集
積
の
メ
リ
ッ
ト

を
必
要
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
都
市
の
あ
り

方
も
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
知
識
集
約
産
業
に

お
い
て
は
、
密
度
の
経
済
性
が
観
察
さ
れ
、
集

積
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
研

٢
　

住
宅
の
未
来
に
つ
い
て
言
う
と
、
ま
だ

わ
が
国
の
「
住
」
は
、「
衣
」「
食
」
の
分
野
よ

り
も
成
長
の
余
地
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
先

日
、
モ
ン
ゴ
ル
の
留
学
生
と
話
し
て
い
た
ら
、

「
冬
、
日
本
の
家
は
寒
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
の
冬
は
マ
イ
ナ
ス
数
十
度
の
世
界
で

す
が
、
家
の
中
は
暖
か
い
。
日
本
の
家
は
寒
い
、

と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

私
も
パ
リ
の
住
宅
で
、
ト
イ
レ
の
便
座
が
冷
た

く
な
い
の
に
驚
い
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
パ
リ

で
は
室
温
が
暖
か
い
の
で
、
便
座
を
電
気
で
温

め
な
く
て
も
い
い
わ
け
で
す
。

　

温
暖
化
を
防
ぎ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
切
に
使

う
と
い
う
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
効
率
を
高
め
る
方
が
有
益
で
す
。暑
さ・

寒
さ
の
我
慢
は
い
り
ま
せ
ん
。
家
の
中
で
温
度

差
が
あ
れ
ば
脳
卒
中
や
心
筋
梗
塞
の
危
険
性
も

あ
り
ま
す
。
健
康
寿
命
を
延
ば
す
と
い
う
こ
と

は
非
常
に
大
事
で
す
。
そ
の
た
め
の
製
品
や

サ
ー
ビ
ス
は
贅
沢
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
な

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。


　ా

先
ほ
ど
も
ご
紹
介
し
た
「
消
費
者
が
利

用
し
た
い
未
来
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
」
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
未
来
の
住
宅
と
し
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
自
給
自
足
で
き
る
住
宅
が
も
っ
と

も
人
気
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
い
で
、
住

居
者
が
健
康
で
快
適
に
過
ご
せ
る
室
内
環
境
を

ロ
ボ
ッ
ト
が
学
習
し
、
照
明
、
音
楽
、
室
温
、

香
り
な
ど
を
自
動
で
調
整
し
て
く
れ
る
住
宅
の

サ
ー
ビ
ス
も
人
気
で
し
た
。
ま
た
、
オ
フ
ィ
ス

で
も
、
勤
務
中
の
従
業
員
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

し
て
緊
張
時
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
香
り
を

出
す
机
や
、
人
間
の
生
体
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て

自
動
で
照
度
が
変
わ
る
照
明
も
実
証
実
験
の
段

ຊશମでみれば
ਓݮޱগがਐむதでインフラや
ػࢢのूੵがٻめられますɻ
Ҭではػࢢをू しੵた

ʮコンパクトɾプラスɾネットワークԽʯがॏཁになるでしょうɻ
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す
。
超
高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
わ
が
国
の
課
題

を
解
決
す
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
必
ず
世
界

で
受
け
入
れ
ら
れ
る
、
輸
出
可
能
な
製
品
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
市
場
は
実
験
場
で
あ

り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
発
掘
で
き
る
宝
の
山

で
す
。
例
え
ば
シ
カ
ゴ
で
生
ま
れ
た
洗
濯
機
は
、

重
労
働
の
洗
濯
を
楽
な
も
の
に
し
ま
し
た
。
女

性
の
人
気
を
得
て
、
世
界
的
な
需
要
を
呼
ん

だ
わ
け
で
す
。
他
に
も
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
は
ド
イ
ツ
語
で
国
民
（
ｖ
ｏ
ｌ
ｋｓ
）
の
車

（ｗａｇ
ｅｎ
）
を
意
味
す
る
フ
ォ
ル
ク
ス
・
ワ
ー

ゲ
ン
の
安
価
な
車
が
世
界
市
場
を
席
巻
し
ま
し

た
。
同
じ
よ
う
に
、
わ
が
国
な
ら
で
は
の
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
世
界
で
支
持
さ
れ
る
可
能
性
は

高
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
好
例
が
、
イ
ン
ド
に

三
つ
目
の
工
場
を
建
設
す
る
と
い
う
日
本
の
紙

お
む
つ
会
社
で
す
。
い
ま
の
と
こ
ろ
は
イ
ン
ド

で
は
赤
ち
ゃ
ん
の
紙
お
む
つ
の
ほ
う
が
需
要
旺

階
に
あ
る
と
聞
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
快
適
さ
を

求
め
る
人
々
の
ニ
ー
ズ
は
大
き
い
と
考
え
ま

す
。

٢
　

私
は
、
こ
う
し
た
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に

は
十
分
、
成
長
余
地
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
40

年
後
に
は
所
得
水
準
は
現
在
の
２
倍
以
上
に
な

る
見
込
み
で
す
。
高
い
購
買
力
を
持
つ
人
た
ち

が
一
体
何
を
欲
す
る
か
を
考
え
て
い
く
と
、
衣

食
住
の
な
か
で
は
、
や
は
り
住
宅
分
野
に
お
け

る
新
し
い
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
だ
と
思
い
ま
す
。

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

ओ
ಋ
す
る
の
は
ا
ۀ

٢
　

日
本
企
業
は
、
も
っ
と
自
信
を
も
っ
て

製
品
開
発
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま

盛
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
い
つ
か
は
イ
ン

ド
も
高
齢
化
し
ま
す
。
高
齢
化
す
れ
ば
、
大
人

用
紙
お
む
つ
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
日
本
で
先
行
し
た
「
大
人
用
紙
お

む
つ
」
と
い
う
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
ア
ジ
ア
で

も
通
用
し
ま
す
。
住
宅
の
分
野
で
も
、
フ
ォ
ル

ク
ス
・
ハ
ウ
ス
が
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
に
あ
た
っ
て
、

も
し
か
し
た
ら
ハ
ー
ド
ル
に
な
る
規
制
が
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
政
府
の
規
制
は
、
善
意

の
上
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
善
意
ゆ
え

に
、
改
革
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
最
近
で
は
、

ビ
ザ
の
緩
和
が
規
制
改
革
の
成
功
例
で
す
。

10
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
訪
日
観
光
客
は

５
０
０
万
人
ほ
ど
で
、
１
０
０
０
万
人
の
実
現

は
「
夢
」
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
現
在
で
は
、
２
４
０
０
万
人
を
達
成
し
、

２
０
２
０
年
に
４
０
０
０
万
人
が
政
府
目
標
に

な
っ
て
い
ま
す
。
訪
日
観
光
客
が
こ
れ
ほ
ど
増

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
早
く
か
ら
ビ
ザ
緩
和
す
れ

ば
よ
か
っ
た
は
ず
で
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、

観
光
業
界
が
早
く
か
ら
ビ
ザ
緩
和
を
訴
え
た
こ

と
が
規
制
改
革
に
繋
が
っ
た
わ
け
で
す
。
企
業

は
ハ
ー
ド
ル
と
な
る
規
制
の
改
革
は
堂
々
と
訴

え
て
い
く
こ
と
が
最
善
だ
と
思
い
ま
す
。


　ా

私
も
経
済
成
長
の
主
役
は
企
業
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
政
府
の
成
長
戦
略
も
重
要
で
す

が
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
せ
る
の
は
企
業

で
あ
り
人
で
す
。
そ
の
上
で
、
政
府
に
も
「
す

べ
き
こ
と
」
が
主
に
三
つ
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
一
つ
は
、
企
業
の
意
欲
的
な
取
り
組
み
を

阻
害
す
る
仕
組
み
を
減
ら
し
て
い
く
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、自
動
運
転
や
モ
ビ
リ
テ
ィ
ロ
ボ
ッ

ト
、
高
齢
者
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
の
実
証
実
験
の
弾

力
化
で
す
。
世
界
に
目
を
転
じ
る
と
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
は
２
０
１
６
年
に
す
で
に
自
動
運
転

タ
ク
シ
ー
の
実
証
実
験
が
始
ま
っ
て
い
ま
す

し
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
や
Ｉ
Ｔ

を
活
用
し
た
遠
隔
操
作
型
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
活
用

が
進
ん
で
い
る
と
聞
き
ま
す
。
日
本
で
も
、
中

山
間
地
域
で
無
人
自
動
運
転
の
実
証
実
験
が
始

ま
り
、
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
神
奈
川
県

な
ど
で
実
証
実
験
が
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
た
動
き
を
加
速
さ
せ
、
官
民
で
世
界
を

リ
ー
ド
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
は
、
労
働
市
場
の
改
革
で
す
。
成

長
分
野
へ
の
労
働
移
動
を
容
易
に
す
る
改
革

は
、
企
業
の
慣
行
や
慣
習
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大

き
い
で
す
が
、
政
府
が
主
導
し
な
い
と
な
か
な

か
前
に
進
み
ま
せ
ん
。
働
き
方
に
中
立
な
税
制

や
社
会
保
障
な
ど
政
府
の
役
割
も
重
要
で
す
。

　

最
後
が
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

構
築
で
す
。
当
社
が
行
っ
た
消
費
者
調
査
で

は
、
消
費
に
前
向
き
に
な
る
た
め
に
必
要
な
こ

と
と
し
て
「
賃
金
の
上
昇
」
が
も
っ
と
も
多
い

回
答
で
し
た
が
、
そ
の
次
に
多
い
回
答
は
「
社

会
保
障
の
持
続
可
能
性
」
で
す
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
以
降
、
日
本
全
体
の
雇
用
者
報
酬
は
緩
や
か

に
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
社
会
保
障
へ
の
不
安

が
消
費
マ
イ
ン
ド
を
抑
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
政
府
は
社
会
保
障
の
サ
ー
ビ
ス
の
見
直

し
や
、
自
助
の
範
囲
の
拡
大
、
世
代
間
で
公
平

な
負
担
を
求
め
る
こ
と
で
医
療
・
介
護
費
を
抑

え
、
持
続
可
能
性
を
確
保
す
べ
き
で
す
。

　

民
間
の
前
向
き
な
動
き
と
政
府
の
こ
れ
ら
の

取
り
組
み
が
進
め
ば
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

り
社
会
課
題
が
解
決
さ
れ
、
持
続
的
な
経
済
社

会
が
実
現
す
る
と
考
え
ま
す
。

巻 頭 対 談

ྸߴԽࣾձをܴえるわがࠃは࣮ݧでありɺ
イノベーションをൃ۷するๅのࢁですɻ

ྸߴԽࣾձの՝をղܾするイノベーションはɺ
ੈքでडけೖれられるをग़するでしょうɻ

※
市
場
参
入
時
に
は
高
付
加
価
値
を
持
っ
て
い
た
製
品
が
、

普
及
段
階
に
お
け
る
後
発
品
と
の
競
争
の
な
か
で
、
そ
の

機
能
の
優
位
性
や
特
異
性
を
失
い
、
一
般
消
費
財
の
よ
う

に
定
着
し
て
い
く
こ
と
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れ
に
対
し
自
治
体
は
、小
公
園
の
整
備
や
、

不
燃
化
と
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
を
伴
う
建
て
替

え
の
誘
導
な
ど
に
よ
っ
て
道
路
を
拡
幅
し
、

で
き
る
限
り
災
害
の
危
険
性
を
減
少
さ
せ

る
努
力
を
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、こ
う
し

た
個
別
の
施
策
や
個
人
の
建
て
替
え
を
待

つ
だ
け
で
は
、木
密
地
域
全
体
が
更
新
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、災
害
危
険
性
は
依
然
と

し
て
高
い
。

　

近
年
の
木
密
地
域
で
は
、木
造
ア
パ
ー
ト

が
取
り
壊
さ
れ
た
あ
と
に
、数
戸
の
�
階
建

て
戸
建
住
宅
が
建
つ
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、相
続
の
発

生
を
背
景
に
し
つ
つ
、市
場
的
に
は
資
金
負

担
力
を
持
つ
戸
建
て
需
要
層
が
顕
在
化
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
新
し
く
分

譲
さ
れ
た
戸
建
て
住
宅
に
よ
っ
て
、2
項
道

路
も
部
分
的
に
解
消
さ
れ
、フ
ァ
ミ
リ
ー
層

の
入
居
に
よ
る
居
住
人
口
の
年
齢
バ
ラ
ン

ス
も
改
善
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
新
た
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
も
盛
ん
で
あ

り
、こ
う
し
た
建
て
替
え
が
進
め
ば
、木
密

地
域
の
危
険
性
は
そ
れ
な
り
に
減
じ
て
い

く
だ
ろ
う
。

　

区
部
全
体
で
は
団
塊
世
代
が
含
ま
れ
る

1
9
4
0
年
代
後
半
生
ま
れ
の
ボ
リ
ュ
ー

ム
が
�0
歳
以
上
の
中
で
大
き
い
が
、木
密
地

域
で
は
区
部
全
体
と
比
較
し
て
高
齢
化
が

進
ん
で
お
り
、団
塊
世
代
よ
り
上
の
世
代
が

相
対
的
に
多
い
。
2
0
2
0
年
代
に
は
区

部
全
体
に
先
行
し
て
世
代
交
代
が
一
層
進

む
と
見
通
さ
れ
る
。
土
地
建
物
の
権
利
関

係
が
緩
み
、一
方
で
新
し
い
ワ
ー
ク
＆
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
た
世
代
へ
と
移
行
し

て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、21
世
紀
半
ば
に

向
け
た
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
す
る
時
期
が

と
イ
ン
ナ
ー
サ
バ
ー
ブ
の
境
界
あ
た
り
に

ベ
ル
ト
状
に
残
る
の
が
、災
害
時
に
危
険
と

さ
れ
る
木
造
住
宅
密
集
地
域（
木
密
地
域
）

だ
。
木
密
地
域
は
、関
東
大
震
災
前
後
も
し

く
は
戦
後
の
人
口
増
に
伴
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
が
多
い
。
そ
の
歴
史
は
、明
治
時
代

ま
で
に
遡
る
。
明
治
維
新
以
降
、人
口
が
急

増
し
た
東
京
で
は
、江
戸
の
市
街
地（
北
部
・

西
部
で
は
山
手
線
の
少
し
内
側
）の
周
辺
部

に
あ
た
る
都
市
基
盤
が
ぜ
い
弱
な
地
域
で

無
秩
序
な
市
街
化
が
進
ん
だ
。
1
9
0
0

年
代
か
ら
1
9
2
0
年
代
の「
都
市
計
画
、

暗
黒
の
時
代
」と
い
わ
れ
る
時
期
の
市
街
地

形
成
で
あ
り
、利
便
性
が
高
い
ゆ
え
に
、戦

後
は
木
賃
ア
パ
ー
ト
が
大
量
に
供
給
さ
れ

た
。
現
在
で
も
幅
員
４
N
未
満
の
狭
隘
道
路

が
多
く
残
っ
て
い
る
木
密
地
域
は
、長
年
に

わ
た
り
そ
の
改
善
が
課
題
で
あ
っ
た
。
こ

個
別
に
更
新
が
進
む

木
造
住
宅

　

大
都
市
圏
の
ま
ち
づ
く
り
は
、三
つ
の
エ

リ
ア
―
都
心
部
、イ
ン
ナ
ー
サ
バ
ー
ブ
、ア

ウ
タ
ー
サ
バ
ー
ブ
―
を
分
け
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
都
心
部
は
商
業
・居
住
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
が
高
度
に
行
わ
れ
て
い
る

エ
リ
ア
、イ
ン
ナ
ー
サ
バ
ー
ブ
は
居
住
機
能

が
卓
越
し
市
街
化
が
終
了
し
た
エ
リ
ア
、ア

ウ
タ
ー
サ
バ
ー
ブ
は
市
街
化
が
進
行
中
の

エ
リ
ア
を
指
す
。
東
京
圏
で
あ
れ
ば
都
心

部
は
概
ね
都
心
�
区ㅣ

を
指
し
、イ
ン
ナ
ー
サ

バ
ー
ブ
は
ほ
ぼ
都
区
部
の
範
囲
、ア
ウ
タ
ー

サ
バ
ー
ブ
は
そ
れ
以
外
の
地
域
と
考
え
て

よ
い
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
エ
リ
ア
の
う
ち
、都
心
部

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

　全
国
の
都
市
に
木
造
住
宅
密
集
地
域
（
木
密
地
域
）
が
残
っ
て
い
る
。
国
土
交
通
省
は
災
害
時
の
危
険
性

が
高
い
木
密
地
域
を
指
定
し
、
そ
の
解
消
を
自
治
体
と
と
も
に
進
め
て
い
る
。
東
京
都
も
、
東
日
本
大
震
災

を
契
機
に
木
密
地
域
不
燃
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
都
心
周
辺
、
環
七
沿
い
に
多
く
残
る
木

密
地
域
を
安
全
に
し
つ
つ
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
方
法
に
つ
い
て
、
人
口
動
態
と
ま
ち
づ
く
り
を
研
究
す

る
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
の
大
江
守
之
氏
に
聞
い
た
。

既
成
市
街
地
の

更
新
に
向
け
て

  

େ
ߐ
क
೭
ࢯ

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授

都心部に残る木密地域の狭隘道路
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き
て
い
る
と
い
え
る
。
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木
密
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い

ま
ち
づ
く
り

　

木
密
地
域
も
、場
所
に
よ
っ
て
は
容
積
率

が
3
0
0
％
を
超
え
、高
さ
制
限
も
20ｍ
ま

で
認
め
ら
れ
て
い
る
エ
リ
ア
が
あ
る
。
容

積
率
が
多
く
取
れ
る
エ
リ
ア
で
は
複
数
の

敷
地
を
一
体
で
再
開
発
す
る
方
が
望
ま
し

育
て
施
設
・
高
齢
者
施
設
の
整
備
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
再
開
発
に
伴
い
、
国
道

2
4
6
号
線
沿
い
の
太
子
堂
三
丁
目
地
区

を
貫
通
し
て
い
た
小
児
病
院
道
路
沿
い
で

も
区
画
整
理
な
ど
が
行
わ
れ
、狭
隘
道
路
を

拡
幅
で
き
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
か
ら
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、木
密
地
域
は
所
有

者
の
権
利
関
係
が
相
続
な
ど
で
複
雑
化
し

て
い
る
と
同
時
に
そ
れ
を
解
消
し
た
い
と

い
う
地
権
者
も
少
な
く
な
い
。
公
的
主
体

と
民
間
主
体
に
よ
る
協
働
に
よ
っ
て
円
滑

な
権
利
調
整
と
魅
力
あ
る
開
発
プ
ラ
ン
を

実
現
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

都
心
周
辺
部
は

新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
を

　

新
宿
区
の
自
治
創
造
研
究
所
で
研
究
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
を
し
て
い
る
が
、そ
の
な
か
で

単
身
者
の
調
査
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

き
た
。
木
密
地
域
を
含
む
都
心
周
辺
地
域

は
、ベ
ー
ス
は
住
宅
地
で
あ
る
が
、商
店
や

飲
食
店
の
集
積
ス
ポ
ッ
ト
や
商
店
街
も
多

く
、単
身
者
に
住
み
や
す
い
地
域
を
形
成
し

大江守之（おおえ・もりゆき）
慶應義塾大学名誉教授　
放送大学客員教授

1951年東京都生まれ。1975年東京
大学理学部卒（地理学専攻）。1977年
東京大学工学部卒（都市工学専攻）。
博士（工学）。国立社会保障・人口問
題研究所人口構造研究部長などを経て
1997年より慶應義塾大学総合政策学
部教授、2017年名誉教授。著書に『人
口減少社会の構想』（共著、放送大学、
2017年）、『大都市郊外の変容と「協
働」―「弱い専門システム」の構築に
向けて』（共著、慶應義塾大学出版会、
2008年）など多数。

い
。
と
は
い
え
、デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
複
数
の

地
権
者
を
対
象
と
し
て
一
体
再
開
発
に
向

け
た
合
意
形
成
を
図
る
の
は
現
実
的
に
は

難
し
い
場
面
が
多
い
。
世
田
谷
区
な
ど
で

も
都
市
計
画
道
路
整
備
が
少
し
ず
つ
事
業

化
さ
れ
る
動
き
が
み
ら
れ
る
が
、こ
う
し
た

基
盤
整
備
を
契
機
と
す
る
、あ
る
い
は
学

校
・
工
場
跡
地
を
種
地
と
す
る
市
街
地
更
新

に
、デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
参
画
す
る
と
い
っ
た

こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　

例
え
ば
、木
密
地
域
の
世
田
谷
区
太
子
堂

三
丁
目
地
区
で
は
2
0
0
2
年
か
ら

2
0
1
4
年
に
か

け
て
国
立
小
児
病

院
跡
地
約
�・
��

IB

を
核
と
し
た
防
災

拠
点
整
備
と
主
要

生
活
道
路
の
整
備

が
都
市
再
生
機
構

（
Ｕ
Ｒ
）に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
。
病
院

跡
地
再
開
発
に
あ

た
っ
て
は
、住
友
不

動
産
が
分
譲
マ
ン

シ
ョ
ン
3
1
1
戸
、

東
京
建
物
が
共
同

賃
貸
住
宅
3
6
0

戸
な
ど
を
供
給
す

る
と
と
も
に
、
木

密
地
域
の
防
災
性

を
高
め
る
防
災
空

地（
3
5
0
0
㎡
）

や
貫
通
道
路
、
子

て
い
る
。
新
宿
区
で
も
単
身
者
は
幅
広
い

年
齢
層
に
お
い
て
男
女
と
も
増
加
し
続
け

て
お
り
、一
部
で
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
の
回
帰

も
あ
る
が
、単
身
者
の
多
い
地
域
と
い
う
特

性
は
維
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
単

身
者
と
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
交
流

を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
重
要
な
政
策
課
題

だ
と
思
う
。

　

木
密
地
域
で
は
、地
元
の
製
造
・
小
売
業

者
な
ど
の
自
営
業
者
を
中
心
メ
ン
バ
ー
と

し
た
町
内
会
が
あ
る
。
私
た
ち
の
調
査
で

は
、こ
う
し
た
町
内
会
の
ほ
と
ん
ど
が
、高

齢
化
と
紐
帯
の
弱
ま
り
に
直
面
し
て
い
る

こ
と
が
見
え
て
き
て
い
る
。
町
内
会
の
衰

退
の
原
因
の
一
つ
は
、若
い
構
成
員
が
加
入

し
て
い
な
い
こ
と
だ
。
ま
だ
若
い
未
婚
単

身
者
と
の
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

町
内
会
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、新
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
繋
げ
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、住
む
、働
く
、遊
ぶ
、

育
て
る
、ケ
ア
す
る
と
い
っ
た
行
為
を
つ
な

ぐ
領
域
へ
の
自
然
な
形
の
参
加
を
う
な
が

す
仕
組
み
を
ど
う
つ
く
る
か
に
か
か
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。（
談
）

太子堂三丁目の再開発によるマンション（URホームぺージより）
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老
い
と
ま
ち
の
関
係

　

老
い
と
住
宅
の
課
題
は
、
介
護
と
困
窮
と
い

う
二
つ
の
視
点
で
語
ら
れ
て
き
た
。

　

10
月
25
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
住
宅
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す

る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
）

は
困
窮
に
焦
点
を
当
て
た
施
策
で
あ
る
。
借
家

に
住
む
高
齢
者
は
、
年
金
生
活
へ
の
移
行
に

伴
っ
て
家
賃
負
担
が
重
く
な
る
な
ど
、
居
住
が

不
安
定
化
し
や
す
い
。
同
法
は
そ
の
受
け
皿
と

し
て
空
き
家
活
用
を
支
援
す
る
な
ど
、
住
宅
確

保
を
後
押
し
す
る
も
の
だ
。
一
方
、
借
家
で
あ

る
か
持
家
で
あ
る
か
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
面

し
て
い
く
課
題
が
介
護
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
付

き
高
齢
者
向
け
住
宅
な
ど
へ
の
転
居
が
盛
ん
だ

が
、
求
め
て
い
る
の
は
介
護
で
あ
っ
て
、
住
宅

は
派
生
需
要
に
す
ぎ
な
い
。
自
宅
で
暮
ら
し
続

け
ら
れ
る
仕
組
み
が
整
え
ば
、
派
生
需
要
は
低

減
し
て
い
く
。
在
宅
医
療
や
在
宅
介
護
の
基
盤

整
備
は
着
実
に
進
ん
で
お
り
、
自
宅
で
老
い
を

迎
え
ら
れ
る
ま
ち
に
向
け
た
道
筋
が
見
え
つ
つ

あ
る
。

　

残
さ
れ
た
課
題
は
退
職
時
に
居
住
地
に
軟
着

陸
す
る
た
め
の
場
づ
く
り
だ
ろ
う
。
不
動
産
や

建
築
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
も
っ
て
取
り
組
め
る

分
野
で
も
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
退
職
者
は
元
気

だ
。
介
護
を
必
要
と
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
社
会
参
加
の
機
会
や
承
認
を
得
る
機
会
に

乏
し
い
。
こ
の
欠
乏
を
埋
め
る
こ
と
が
居
住
政

策
の
一
環
に
な
る
。
都
心
に
通
勤
し
て
い
た
人
々

は
定
年
に
よ
っ
て
会
社
生
活
を
終
え
、
自
宅
の

あ
る
地
域
―
ま
ち
の
中
で
過
ご
し
て
い
く
し
か

な
い
。
団
塊
世
代
の
女
性
の
就
労
率
が
約
4
割

に
上
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
同
じ
こ
と
は
女
性

に
も
当
て
は
ま
る
。
と
り
わ
け
大
都
市
圏
で
は

老
い
を
迎
え
ら
れ
る
ま
ち
を
つ
く
る 日

本
社
会
事
業
大
学
専
門
職
大
学
院
教
授

視
点

論
点

井
上
由
起
子
氏

切
実
だ
。
彼
ら
彼
女
ら
は
居
住
地
で
仲
間
を
つ

く
り
、
役
割
と
承
認
を
得
る
仕
組
み
を
求
め
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
Q
O
L
（
生
活
の
質
）
を

高
め
、
健
康
寿
命
を
延
ば
し
て
い
く
こ
と
に
も

寄
与
す
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
、
高
齢
期
に
は

①
仕
事
か
ら
の
引
退
、
②
所
得
の
減
少
、
③
身

体
機
能
の
低
下
の
三
つ
が
生
じ
る
。
老
後
の
備

え
と
い
う
と
③
を
想
像
し
が
ち
だ
が
、
①
と
②

を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
乗
り
越
え
る
こ
と
が
大
事
だ
。

結
果
的
に
社
会
保
障
の
大
部
分
を
占
め
る
医
療
・

介
護
費
用
の
伸
び
を
抑
え
る
こ
と
に
繋
げ
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ち
に
求
め
ら
れ
る
活
動
拠
点

　

役
割
と
承
認
を
得
ら
れ
る
仕
組
み
を
考
え
る

上
で
参
考
と
な
る
の
は
高
齢
者
ケ
ア
の
変
遷
だ
。

か
つ
て
は
施
設
と
在
宅
は
対
立
す
る
概
念
だ
っ

た
が
、
施
設
を
ケ
ア
付
き
住
宅
と
し
て
捉
え
直

す
中
で
、
人
里
離
れ
た
立
地
に
あ
っ
た
施
設
は

ま
ち
に
戻
っ
て
き
た
。
い
わ
ば
、
地
域
で
ケ
ア

を
行
う
こ
と
が
普
遍
的
に
な
っ
た
。
介
護
や
医

療
は
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
か
ら
自
宅
や
高
齢
者

住
宅
や
施
設
に
届
け
ら
れ
る
（
図
1
）。
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
に
は
サ
ー
ビ
ス
拠
点
と
活
動
拠
点

と
い
う
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
拠
点

は
医
療
や
介
護
を
提
供
す
る
機
関
を
指
す
。
活

動
拠
点
は
サ
ロ
ン
、
集
い
場
、
み
ん
な
の
広
場

　

三
大
都
市
圏
で
は
、65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
数
が
2
0
1
0
年
か
ら
2
0
3
0
年
ま
で
に
計
約

4
0
0
万
人
以
上
増
加
す
る
と
見
ら
れ
る
。
急
速
な
高
齢
化
を
迎
え
る
都
市
に
お
い
て
、ま
ち
や
住
宅

は
ど
の
よ
う
な
役
割
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
福
祉
政
策
や
、都
市
に
お
け
る
高
齢
者
の「
く
ら

し
」に
つ
い
て
研
究
す
る
日
本
社
会
事
業
大
学
の
井
上
由
起
子
教
授
に
、居
住
福
祉
の
観
点
か
ら
ま
ち

と
住
宅
の
新
た
な
あ
り
方
に
つ
い
て
聞
い
た
。



図2 神奈川県の団地における「活動拠点」のイメージ
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と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
ま
ち
の
人
々
が
繋
が
り

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
を
つ
く
る

た
め
の
ス
ペ
ー
ス
だ
。
典
型
は
住
民
主
催
の
カ

フ
ェ
や
ダ
イ
ニ
ン
グ
を
付
帯
さ
せ
た
サ
ロ
ン
で

あ
ろ
う
。

　

私
は
、
活
動
拠
点
を
福
祉
と
は
異
な
る
ア
プ

ロ
ー
チ
で
整
備
す
る
こ
と
が
突
破
口
だ
と
考
え

て
い
る
。
福
祉
は
困
っ
て
い
る
人
た
ち
の
必
要

（
ニ
ー
ズ
）に
応
え
る
こ
と
を
重
視
し
、欲
望（
ウ
ォ

ン
ツ
）
に
訴
求
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
社
会

市
場
で
運
営
さ
れ
て
い
る
た
め
、
支
払
い
能
力

の
あ
る
人
々
を
巻
き
込
ん
で
ビ
ジ
ネ
ス
化
す
る

こ
と
に
も
慣
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、「
活
動
」
と

い
う
も
の
は
小
さ
な
経
済
と
し
て
回
る
程
度
に

は
事
業
化
・
ビ
ジ
ネ
ス
化
し
な
い
と
役
割
や
責

任
が
あ
い
ま
い
に
な
り
や
す
い
。
か
つ
て
の
職

場
で
の
経
験
を
活
か
し
な
が
ら
、
子
育
て
世
帯

や
高
齢
者
に
向
け
て
、
食
堂
・
体
操
・
見
守
り
・

カ
ル
チ
ャ
ー
・
買
い
物
支
援
・
カ
フ
ェ
な
ど
公

益
事
業
と
収
益
事
業
を
組
み
合
わ
せ
て
起
業
し
、

周
囲
の
高
齢
者
が
担
い
手
と
な
っ
て
、
無
償
と

最
低
賃
金
の
間
で
小
銭
を
稼
げ
る
仕
組
み
が
で

き
る
と
い
い
。
も
ち
ろ
ん
、
収
益
化
を
目
指
さ

ず
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ベ
ー
ス
に
徹
し
て
も
か
ま

わ
な
い
。

公
有
・
私
有
で
も
な
い
オ
ー
プ
ン
で
コ
モ

ン
な
場
所
に

　

活
動
拠
点
の
整
備
手
法
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ

イ
プ
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
Ｕ
Ｒ

団
地
や
公
営
住
宅
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
社
会
階
層
が
住
む
た
め
利
害
の
調

整
が
し
や
す
く
、
エ
リ
ア
に
対
す
る
責
任
主
体

も
明
確
で
取
り
組
み
や
す
い
。
不
動
産
デ
ベ
ロ
ッ

も
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
拠
点
は
、
介
護
予
防

と
生
活
支
援
と
い
う
地
域
包
括
ケ
ア
の
一
環
と

し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
運
営
に
際
し
て
、

行
政
が
補
助
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
だ
。
個

人
が
自
宅
で
開
い
て
行
う
も
の
も
あ
る
。
ス

ペ
ー
ス
を
用
意
す
る
主
体
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

共
通
す
る
の
は
住
民
が
運
営
に
参
加
・
参
画
す

る
こ
と
だ
。

　

活
動
拠
点
の
デ
ザ
イ
ン
も
大
切
だ
。
ワ
ン
マ

イ
ル
な
お
し
ゃ
れ
感
は
欠
か
せ
な
い
。
オ
ー
プ

ン
か
つ
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
雰
囲
気
が
望
ま
し
い
。

福
祉
ら
し
さ
を
消
す
こ
と
が
ア
ク
セ
シ
ビ
リ

テ
ィ
を
高
め
る
。
や
が
て
、
仲
間
や
承
認
や
役

割
と
い
う
価
値
を
生
み
出
す
場
と
し
て
認
知
さ

れ
、
ま
ち
の
共
有
財
と
し
て
認
知
さ
れ
る
に
至

る
。
住
宅
を
私
有
財
と
み
な
す
日
本
で
は
、
ま

ち
の
共
有
財
（
コ
モ
ン
）
を
つ
く
る
こ
と
が
政

策
と
し
て
も
妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
生
き
、将
来
に
備

え
る

　

活
動
拠
点
と
サ
ー
ビ
ス
拠
点
は
同
一
敷
地
に

整
備
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
緩
や
か
に
連

携
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
自
分
が
さ
ら

に
高
齢
化
し
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
際
の
イ

メ
ー
ジ
も
実
感
で
き
る
。
何
よ
り
、
介
護
が
必

要
に
な
っ
て
も
活
動
拠
点
に
足
を
運
び
続
け
、

馴
染
み
の
関
係
を
維
持
し
た
い
。

　

多
く
の
人
は
「
介
護
と
は
ま
だ
無
縁
だ
」
と

向
き
合
う
こ
と
を
避
け
る
が
、
共
に
老
い
て
い

く
仲
間
が
い
る
こ
と
は
、
老
い
に
対
す
る
姿
勢
を

前
向
き
な
も
の
に
変
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
ひ

い
て
は
人
々
の
安
寧
に
繋
が
り
、
ま
ち
で
の
く
ら
し

を
持
続
可
能
な
も
の
に
し
て
い
く
だ
ろ
う
。（
談
）

日本社会事業大学専門職大学院　教授
井上 由起子（いのうえ・ゆきこ）

1966年生まれ。日本女子大学住居
学科卒業。建設会社勤務を経て、横
浜国立大学工学研究科修了、博士（工
学）、一級建築士、社会福祉士。旧国
立医療・病院管理研究所、国立保健医
療科学院を経て、日本社会事業大学専
門職大学院教授。専門は居住福祉、
福祉経営。人 が々安寧に暮らせる仕組
みについて考えている。著書に『介護
福祉の組織・制度論』（光生館：共著、
2015年）、『私たちの住まいと生活』（彰
国社：共著、2013年）、『いえとまちのな
かで老い衰える』（中央法規出版：単著、
2006年）、など多数。

パ
ー
が
整
備
す
る
事
例
も
出
始
め
て
い
る
。
神

奈
川
県
の
Ｕ
Ｒ
団
地
で
は
、
2
0
0
8
年
か
ら

団
地
住
民
が
自
発
的
に
「
あ
お
ぞ
ら
市
」
や
高

齢
者
向
け
の
「
相
談
事
業
」
を
開
始
し
た
。
運

営
主
体
は
住
民
組
織
で
、
N
P
O
法
人
化
を
果

た
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
団
地
内
の
空
き
店

舗
を
拠
点
と
し
て
、
交
流
サ
ロ
ン
や
介
護
予
防

事
業
を
行
っ
て
い
る
。
独
居
高
齢
者
の
見
守
り

活
動
の
拠
点
機
能
だ
け
で
な
く
、
高
齢
者
が
集

う
「
居
場
所
」
に
も
な
っ
て
い
る
。
介
護
が
必

要
な
高
齢
者
を
地
域
包
括
に
繋
い
で
い
く
橋

渡
し
役
も
担
う
（
図
2
）。

　

こ
れ
と
は
別
に
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
地

域
交
流
ス
ペ
ー
ス
と
い
っ
た
名
称
で
整
備
す
る

も
の
、
行
政
主
導
で
整
備
す
る
も
の
が
あ
る
。

福
岡
県
大
牟
田
市
や
神
奈
川
県
横
浜
市
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
（
写
真
）。
公
民
館
や
集
会
所
を

改
装
し
、
運
営
を
住
民
組
織
に
委
託
す
る
事
例
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ủ
Ұ
ஸ
ྙ
ರ
Ứ
を
࠶
ධ
Ձ
͢
Δ

　
ủ
一
丁
倫
敦
Ứと
い
う
言
葉
に
は
格
別
の
響
き
が
あ
る
Ố

ロ
ン
ド
ン
の
金
融
街
シ
テ
ィ
の
中
心
ロ
ン
バ
ー
ド
通
り
を

模
し
たủ
丸
の
内
Ứを
そ
う
呼
ん
だ
の
は
明
治
末
の
こ
と

だ
Ố
三
菱
1
Ỗ
1�
号
館
ỏ帝
劇
ỏ東
京
商
業
会
議
所
が
ỏ

馬
場
先
通
り
ỏ丸
の
内
仲
通
り
に
勢
ぞ
ろ
い
し
た
Ố
ペ

リ
ー
来
航
で
鎖
国
が
解
か
れ
た
の
は
幕
末
の
嘉
永
７
年

ớ
1
8
5
4
年
ỜỐ
そ
こ
か
ら
日
本
は
お
雇
い
外
国
人

の
手
も
借
り
て
西
洋
世
界
を
慌
た
だ
し
く
追
っ
た
Ố
半

世
紀
を
投
じ
てủ
都
市
の
欧
化
Ứ
を
な
し
遂
げ
た
誇
り

がủ
一
丁
倫
敦
Ứの
呼
称
に
託
さ
れ
た
Ố

　

明
治
2�
年ớ
1
8
9
0
年
Ờỏ岩
崎
彌
之
助
が
ỏ蔵
相

松
方
正
義
の
懇
請
で
丸
の
内
を
購
入
し
た
Ố
練
兵
場

跡
地
の
荒
涼
た
る
空
き
地
はủ
三
菱
が
原
Ứ
と
揶
揄
さ

れ
た
Ố
三
菱
の
興
隆
を
支
え
た
荘
田
平
五
郎
が
外
遊
中

の
ロ
ン
ド
ン
でủ
払
い
下
げ
Ứの
話
を
知
り
ỏ購
入
決
断

を
岩
崎
彌
之
助
に
打
電
し
た
Ố
荘
田
は
ロ
ン
ド
ン
を
実

見
し
て
ỏ帝
都
に
ふ
さ
わ
し
い
オ
フ
ィ
ス
街
が
東
京
に
も

必
要
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
Ố

　

東
大
で
教
鞭
を
と
っ
た
英
国
人
建
築
家
ジ
ョ
サ
イ
ア
ɾ

コ
ン
ド
ル
にủ
三
菱
1
号
館
Ứ
を
委
ね
ỏコ
ン
ド
ル
門
下
の

一
期
生
ỏ曾
禰
達
蔵
が
主
導
す
る
形
で
ỏ丸
の
内
の

一
連
の
オ
フ
ィ
ス
建
築
が
計
画
的
に
建
設
さ
れ
た
Ố
皇

居
を
背
に
馬
場
先
門
に
立
つ
と
ỏ左
手
角
地
に
ド
ー
ム

屋
根
を
戴
くủ
三
菱
2
号
館
Ứが
あ
り
ỏそ
の
奥
にủ
1

号
館
Ứが
続
い
た
Ố
反
対
側
の
右
手
角
に
は
ỏ赤
煉
瓦
に

白
い
石
帯
の
艶
や
か
なủ
東
京
商
業
会
議
所
Ứ
が
位
置

し
て
い
た
Ố
大
正
�
年
に
は
ỏủ
東
京
駅
Ứớ
辰
野
金
吾

設
計
Ờも
落
成
ỏ明
治
の
先
人
が
悲
願
と
し
たủ
欧
米

列
強
に
肩
を
な
ら
べ
る
帝
都
Ứの
都
市
景
観
が
完
成
を

み
た
Ố

　

明
治
末
の
同
時
代
建
築
ỏつ
ま
り
当
時
の
現
代
建
築

に
よ
る
都
市
景
観
の
形
成
だ
っ
た
Ố
こ
の
明
治
の
景
観

ಛผฤ

Worldwide 
City Report

ϫーϧυ・ϫΠυ・γςΟϨϙーτ

現代建築は都市景観の形成に貢献できるのか。
規制が中心の歴史的景観保全とは異なり、都市景観の創造は、

行政が望ましい形に「誘導」するものと位置づけられ、開発側のフリーハンドは大きい。
かつては「高さ」規制が戦前の東京・丸の内、

大阪・御堂筋などの軒線の揃った美しい街並みをもたらした。
しかし、規制が「容積率」にかわった1950年代以降、立体としての建築の形状はばらばらになり、

以後、東京の景観は混沌を極めている。オリンピックを前に、
高層建築の林立する風景を「活力の象徴」と追認するのにとどまらず、

景観形成の原点に立ち返る議論が求められる。
今回は、東京の現代建築を取り上げる。

復原された三菱一号館

武蔵野美術大学教授

দ༿Ұਗ਼�氏

౦ژのݱݐங
 明治時代、丸の内周辺は煉瓦造りのオフィスが建ち並び、一丁倫敦と呼ばれた
（三菱地所提供）

Tokyo



No.107

�

Future�
of �

Real Estate

�

11

人
な
が
ら
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
や
は
り
曲
面
壁
で
歌
い

継
い
だ
ラ
フ
ァ
エ
ルɾビ
ニ
オ
リ
の
連
歌
が
聞
こ
え
る
Ố
そ
こ

に
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
新
幹
線
のủ
都
市
の
鼓
動
Ứも
加

わ
れ
ば
感
興
は
一
段
と
盛
り
上
が
る
Ố
こ
の
よ
う
な
都

市
美
を
実
感
で
き
る
オ
ー
プ
ン
な
装
置
を
発
見
す
る
こ

と
が
ỏ議
論
を
再
開
す
る
き
っ
か
け
に
な
り
は
し
な
い
か
Ố

　

浜
松
町
に
近
いủ
イ
タ
リ
ア
街
Ứの
姿
を
一
望
す
る

と
ỏ運
送
業
者
ら
地
元
地
権
者
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く

る
Ố
彼
ら
は
先
行
し
た
汐
留
再
開
発
をủ
誰
の
も
の
で

も
な
い
ま
ち
Ứと
呼
び
ỏủ
自
分
た
ち
の
ま
ち
Ứを
イ
タ
リ

ア
風
に
し
よ
う
と
ỏア
タ
マ
ỏ胴
ỏ足ớ
基
壇
部
Ờで
構
成

を
切
り
替
え
るủ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
区
建
築
Ứの
形
式
を

徹
底
し
た
Ố
仕
立
て
が
拙
劣
ỏな
ぜ
東
京
で
イ
タ
リ
ア

な
の
か
と
訝
し
が
る
ひ
と
も
い
よ
う
Ố
し
か
し
ỏủ
イ
タ
リ

ア
こ
そ
が
流
行
の
標
的
Ứ
と
の
思
い
込
み
が
ỏ同
居
す
る

J
R
A
の
場
外
馬
券
売
り
場
の
外
観
ま
で
変
更
さ
せ

た
Ố
巨
視
的
な
都
市
レ
ベ
ル
で
のủ
熱
意
Ứ
が
ỏ都
市
景

観
の
形
成
に
は
不
可
欠
と
再
認
識
さ
せ
る
逸
話
だ
Ố

γ
テ
ィ
に
ઌ

ฦ
り
ỏ̍
̌
̌

ͷ
都
ࢢ
ͷ

ޠ

ủ
Ұ
ஸ
ྙ
ರ
Ứ
に

Ζ
͏
Ố

　

21
世
紀
に
入
っ
て
三
菱
地
所
は
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
ɾ

ポ
ー
ル
大
聖
堂
の
北
側
に
位
置
す
るủ
パ
タ
ノ
ス
タ
ー
ɾ
ス

ク
エ
ア
Ứの
再
開
発
を
完
成
さ
せ
た
Ố
1
9
8
0
年
代

後
半
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
皇
太
子
が
凡
庸
な
再
開
発
に
異
を

唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
い
わ
く
つ
き
の
場
所
だ
っ
た
が
ỏ

結
局
ỏ三
菱
地
所
が
担
い
手
と
な
っ
た
Ố
オ

ベ
リ
ス
ク
の
聳
え
る
広
場
を
囲
む
オ
フ
ィ
ス
ビ

ル
群
が
ỏシ
テ
ィ
の
現
代
建
築
に
よ
る
景
観

創
造
の
水
準
を
ク
リ
ア
し
て
出
現
し
た
Ố
賑

わ
い
の
風
景
に
接
す
る
と
ỏủ
一
丁
倫
敦
Ứに

賭
け
た
夢
が
本
家
帰
り
し
て
実
現
し
た
こ

と
に
感
慨
を
覚
え
る
Ố
都
市
景
観
を
巡
っ

て
の
ロ
ン
ド
ン
Ỗ
東
京
のủ
1
0
0
年
の
物

語
Ứの
成
就
で
あ
り
ỏủ
パ
タ
ノ
ス
タ
ーɾス
ク
エ
ア
Ứに
は
ỏ

現
代
建
築
群
の
合
唱ủ
喜
び
の
歌
Ứ
が
響
く
Ố

　

広
場
や
街
路
の
仕
立
て
ỏ内
部
の
公
共
空
間
の
設
営

な
ど
ỏ近
年
の
丸
の
内
や
大
崎
な
ど
東
京
の
都
市
開
発

は
ỏヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
着
実
な
成
果
を
あ
げ

て
い
る
Ố
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
都
市
景
観
に
結
び
つ
け
る

か
Ố
東
京
よ
り
も
ỏ制
約
の
多
い
ロ
ン
ド
ン
で
出
来
た
の

だ
か
ら
ỏ次
な
る
一
歩
を
ぜ
ひ
と
も
期
待
し
た
い
Ố

Photo
&

Essay

は
関
東
大
震
災
で
無
に
帰
し
た
が
ỏ内
相
後
藤
新
平
ら

に
よ
る
帝
都
復
興
で
は
ỏ1
9
2
0
年
代
の
流
行
様
式

ア
ー
ル
ɾ
デ
コ
を
纏
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
築
群
に

よ
り
ỏニュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ロ
ン
ド
ン
に
見
劣
り
し
な
い
新
た

な
景
観
が
出
現
し
た
Ốủ
復
興
小
学
校
Ứは
ỏ最
新
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
純
白
の
空
間
を
1
0
0
校
以
上
出

現
さ
せ
ỏ新
景
観
を
東
京
の
市
民
生
活
の
隅
々
に
ま
で

広
め
た
Ố

ủ
࿈
Վ
Ứͷ
ඒ
を
ٻ
Ί
ͯ

　

だ
が
ỏ第
二
次
世
界
大
戦
後
の
現
代
建
築
に
よ
る
景

観
形
成
は
混
沌
を
極
め
た
Ố
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
ỏ建
築
の
壮

麗
な
装
飾
を
ỏ為
政
者
を
権
威
づ
け
るủ
犯
罪
Ứ呼
ば

わ
り
し
た
た
め
だ
Ố
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
も
た
ら
し
た
鉄
と
ガ

ラ
ス
に
よ
る
抽
象
立
体
の
超
高
層
の
な
ら
ぶ
シ
カ
ゴ
や

ニュ
ー
ヨ
ー
ク
に
ỏど
れ
だ
け
の
ひ
と
が
都
市
美
を
感
じ
る

か
ỏ心
許
な
い
Ố
超
高
層
ビ
ル
が
敷
地
の
な
か
に
広
場

を
確
保
す
る
セ
ッ
ト
バッ
ク
も
ỏủ
一
丁
倫
敦
Ứの
よ
う
な

同
形
式
の
建
物
が
軒
を
連
ね
るủ
一
体
観
の
美
Ứを
崩

壊
さ
せ
た
Ố
も
と
よ
り
ỏか
つ
て
の
都
市
景
観
に
はủ
連

歌
Ứの
美
が
あ
っ
た
Ố
隣
接
の
既
存
建
物
をủ
参
照
す
る

元
歌
Ứ
と
し
て
同
形
式
で
歌
い
継
い
で
い
く
こ
と
でủ
一

体
観
の
美
Ứ
が
も
た
ら
さ
れ
た
Ố
し
か
し
ỏ個
々
の
ビ
ル

のủ
隣
と
は
違
う
表
現
Ứは
テ
ク
ノɾ
ポ
ッ
プ
の
意
表
を
つ

く
効
果
音
の
よ
う
で
ỏủ
歌
曲ớ
組
曲
ỜỨな
ら
で
は
の
物

語
性
が
都
市
景
観
か
ら
失
わ
れ
た
Ố

　

そ
れ
で
も
現
状
か
ら
脱
す
る
ヒ
ン
ト
は
あ
る
Ố

　

有
楽
町
の
東
京
交
通
会
館
�
階
に
あ
る
ウ
ッ
ド
デ
ッ

キ
の
オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
の
ベ
ン
チ
に
腰
か
け
よ
う
Ốủ
東
京

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
Ứ
とủ
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラớ
旧ɾ有
楽
町
そ
ご

う
ỨỜỏそ
の
足
元
を
疾
走
す
る
新
幹
線
を
眺
め
ỏ視
界

の
遠
方
に
新
た
な
ビ
ル
群
を
認
め
る
と
き
ỏ誰
も
がủ
東

京
の
現
在
Ứを
実
感
で
き
る
だ
ろ
う
Ố
日
本
の
近
代
建

築
を
支
え
た
村
野
藤
吾
の
そ
ご
う
の
曲
面
壁
を
ỏ外
国

武蔵野美術大学教授。1953年兵
庫県生まれ。1976年京都大学工
学部建築学科卒。朝日新聞社入
社。学芸部、AERA編集部などを
経て編集委員などを務めた。近
代建築・都市史・現代建築評論の
著書多数。2008年に武蔵野美術
大学教授に就任。2011年日本建
築学会文化賞受賞。2017年には
「現代建築のトリセツ 摩天楼世界
一競争から新国立競技場問題ま
で」（2016年、PHP新書）にて不動
産協会賞受賞。

松葉一清
（まつば・かずきよ）

三菱地所が手がけたパタノスター・スクエア

東京駅交通会館のテラスから新幹線、東京国際フォーラムを臨む



都
内
全
５
１
３
３
町
丁
目
中
ワ
ー
ス
ト
２
５
７

位
だ
っ
た
。
山
手
線
内
側
エ
リ
ア
で
は
有
数
の

危
険
度
と
な
っ
て
い
る
。
隣
接
す
る
東
池
袋
４

丁
目
も
、
広
大
な
造
幣
局
跡
地
が
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
同
２
３
７
５
位
だ
。

　

東
池
袋
４
丁
目
・
５
丁
目
は
、
都
電
荒
川
線

の
東
池
袋
四
丁
目
駅
か
ら
向
原
駅
に
か
け
て
の

線
路
（
軌
道
）
沿
い
に
発
展
し
た
ま
ち
だ
。
サ

ン
シ
ャ
イ
ン
の
裏
手
に
あ
り
な
が
ら
、
堅
固
な

ビ
ル
が
建
ち
並
ぶ
池
袋
駅
周
辺
と
は
対
照
的

に
、
昔
な
が
ら
の
商
店
街
や
木
造
賃
貸
住
宅
が

残
り
、
の
ど
か
な
雰
囲
気
が
漂
う
。

　

こ
の
東
池
袋
４
丁
目
・
５
丁
目
に
木
密
地
域

が
形
成
さ
れ
た
の
は
戦
前
か
ら
だ
。
空
襲
を
一

部
し
か
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
戦
前
の
市
街
地

が
さ
ら
に
密
集
化
し
て
現
在
の
木
密
地
域
が
形

成
さ
れ
た
。

　

歴
史
を
辿
る
と
、
東
池
袋
周
辺
は
明
治
時
代

の
始
め
頃
ま
で
は
農
村
だ
っ
た
。
１
８
８
８
年

（
明
治
21
年
）
に
巣
鴨
監
獄
（
現
在
の
サ
ン
シ
ャ

イ
ン
�0
お
よ
び
造
幣
局
）
が
置
か
れ
民
家
が

建
ち
始
め
た
。
巣
鴨
監
獄
（
刑
務
所
・
拘
置

所
）
が
置
か
れ
た
15
年
後
の
１
９
０
３
年
（
明

治
��
年
）
に
山
手
線
の
池
袋
駅
と
大
塚
駅
が
開

業
。
１
９
１
１
年
（
明
治
44
年
）
に
は
王
子
電

気
軌
道
（
都
電
荒
川
線
）
の
大
塚
駅
が
開
業
す

る
と
、
大
塚
駅
か
ら
徒
歩
圏
に
あ
る
東
池
袋
の

市
街
化
が
進
ん
だ
。
同
じ
頃
、
池
袋
駅
に
も
東

上
鉄
道
（
現
東
武
東
上
線
、
１
９
１
４
年
）
と

武
蔵
野
鉄
道
（
西
武
池
袋
線
、
１
９
１
５
年
）

が
開
業
。
都
心
と
郊
外
を
結
ぶ
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅

と
な
っ
た
こ
と
で
、
池
袋
全
体
が
市
街
化
し
て

い
く
。
東
池
袋
が
ほ
ぼ
完
全
に
市
街
地
と
な
っ


ి
։
ۀ
͔
ら
ൃ
ల
͠
ͨ
౦

ା

　

都
心
８
区
に
は
、
ま
だ
木
造
住
宅
密
集
地
域

（
木
密
地
域
）
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
な

か
で
も
東
池
袋
の
一
部
、
複
合
施
設
「
サ
ン

シ
ャ
イ
ン
シ
テ
ィ
」
の
裏
手
一
帯
は
、
都
心
に

残
る
象
徴
的
な
木
密
地
域
だ
。
と
り
わ
け
東
池

袋
５
丁
目
は
、
東
京
都
が
行
っ
た
「
地
震
に
関

す
る
地
域
危
険
度
測
定
調
査
」
に
お
い
て
、
災

害
時
活
動
困
難
度
を
考
慮
し
た
総
合
危
険
度
で

都内有数の商業地・池袋にも木造住宅密集地域（木密地域）が残っている。駅前商業
地の裏手に広がる東池袋4丁目・5丁目は、山手線の内側でも有数の危険な木密地域
とされてきた。近年、この木密地域が道路整備などに伴って急速に更新されつつあ
る。更新にはデベロッパーも大きな役割を果たしている。災害にも耐え、次世代に継
続できる持続可能なまちとして刷新されつつある東池袋の将来像をスケッチする。

ϑ Υ ʔ Χ ε
·ͪ ͮ͘ Γͷ

まちをリノベーションする
東池袋

サンシャインから望む東池袋4・5丁目（手前の空き地は造幣局跡地）
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議
会
が
い
く
つ
か
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

๛
ౡ
۠

所
৽
ி
ࣷ

備

　

東
池
袋
の
補
助
�1
号
線
の
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
が
立
ち
上
が
っ
た
頃
、
東
池
袋
に
隣
接
す
る

南
池
袋
２
丁
目
で
も
ま
ち
づ
く
り
が
動
き
出
し

て
い
た
。豊
島
区
新
庁
舎
を
建
設
す
る
計
画
だ
。

同
地
区
は
、
全
体
的
に
は
危
険
度
が
少
な
い
と

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
部
に
は
木
密
地
域
が

残
る
。
同
地
区
に
も
戦
後
復
興
で
都
市
計
画
決

定
さ
れ
て
い
た
幅
員
�0
ｍ
の
主
要
都
道
・
環
状

５
の
１
号
線
の
計
画
が
あ
っ
た
。
工
事
は
進
ん

で
い
な
か
っ
た
が
、
区
は
２
０
０
３
年
に
道
沿

い
の
エ
リ
ア
を
対
象
と
し
て
容
積
率
緩
和
な
ど

が
可
能
に
な
る
「
街
並
み
再
生
地
区
」
に
指
定
。

２
０
０
４
年
に
は
同
地
区
に
あ
る
小
学
校
跡
地

の
周
辺
に
お
い
て
、
住
民
（
地
権
者
）
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
が
発
足
し
た
。
２
０
０
６

年
、
豊
島
区
は
こ
の
小
学
校
跡
地
を
活
用
し
て

新
庁
舎
と
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
複
合
ビ
ル
を
建

豊島区役所やブリリアタワー池袋などで構成されるとしま
エコミューゼタウン

設
す
る
案
を
打
ち
出
し
、
再
開
発
準
備
組
合
に

参
加
す
る
。
住
民
と
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

を
経
て
、
２
０
１
０
年
に
再
開
発
組
合
の
設
立

認
可
が
行
わ
れ
た
。

　

市
街
地
再
開
発
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
豊
島

区
役
所
新
庁
舎
の
整
備
は
、
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
も

関
わ
っ
て
い
る
。
２
０
０
９
年
に
区
は
再
開
発

組
合
に
参
加
す
る
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
し
て
、
東

京
建
物
と
首
都
圏
不
燃
建
築
公
社
を
選
定
し
、

同
２
社
が
再
開
発
後
の
権
利
床
及
び
保
留
床
の

取
得
・
分
譲
を
手
が
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

新
庁
舎
・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
複
合
ビ
ル
は
、
敷

地
面
積
８
３
２
４
㎡
、
地
下
３
階
・
地
上
4�

階
建
、
延
床
面
積
９
万
４
６
８
１
㎡
の
規
模

だ
。
庁
舎
部
分
は
低
層
部
分
の
１
階
か
ら
10
階

で
、
一
部
は
商
業
施
設
に
な
っ
て
い
る
。
東
京

建
物
と
首
都
圏
不
燃
建
築
公
社
が
「
ブ
リ
リ
ア

タ
ワ
ー
池
袋
」
と
し
て
一
般
向
け
に
分
譲
し
た

の
は
11
階
〜
4�
階
の
高
層
部
分
・
計
３
２
２
戸

だ
っ
た
（
住
宅
部
分
の
総
戸
数
は
地
権
者
持
分

含
め
４
３
２
戸
）。

　

複
合
ビ
ル
の
設
計
は
、日
本
設
計
が
担
当
し
、

外
観
及
び
一
部
内
観
デ
ザ
イ
ン
監
修
を
新
国
立

競
技
場
の
設
計
を
手
が
け
る
隈
研
吾
氏
が
担
当

し
て
い
る
。
全
体
を
１
本
の
樹
木
に
見
立
て
た

デ
ザ
イ
ン
を
特
徴
と
す
る
。環
境
配
慮
と
し
て
、

低
層
部
の
屋
上
に
あ
た
る
10
階
に
は
地
元
の
自

然
を
意
識
し
た
庭
園
を
設
け
る
だ
け
で
な
く
、

緑
化
パ
ネ
ル
や
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
羽
板
（
ル
ー

バ
ー
）
と
し
て
張
り
巡
ら
せ
、
木
の
葉
っ
ぱ
に
見

え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。２
０
１
５
年
に
竣
工・

オ
ー
プ
ン
し
た
豊
島
区
役
所
新
庁
舎
（
複
合
施

設
名
称
・
と
し
ま
エ
コ
ミ
ュ
ー
ゼ
タ
ウ
ン
）
は
、

グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
や
屋
上
緑
化
コ
ン
ク
ー
ル

の
環
境
大
臣
賞
な
ど
を
受
賞
し
た
。
現
在
も
、

屋
上
庭
園
に
は
人
が
絶
え
ず
、
い
ま
や
池
袋
の

新
し
い
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
る
。

ま
ち
ͮ
͘
Γ
͕
࢝
ま
ỳ
ͨ
౦

ା

　

豊
島
区
役
所
新
庁
舎
の
再
開
発
と
歩
を
合
わ

せ
る
よ
う
に
、
東
池
袋
４・５
丁
目
で
も
木
密

地
域
を
解
消
し
て
い
く
画
期
的
な
ま
ち
づ
く
り

が
２
０
０
５
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
東
池
袋
４

丁
目
の
補
助
�1
号
線
沿
い
を
対
象
と
す
る
「
道

都電荒川線と都道補助81号線の予定地

た
の
は
１
９
２
３
年
（
大
正
12
年
）
の
関
東
大

震
災
以
降
だ
。
被
災
し
た
下
町
の
住
民
が
郊
外

住
宅
地
に
あ
た
る
池
袋
周
辺
に
移
住
し
た
こ
と

で
、
東
池
袋
周
辺
に
は
木
造
賃
貸
住
宅
が
増
加

し
た
。

　

戦
時
中
、
空
襲
で
焼
け
残
っ
た
東
池
袋
４
・

５
丁
目
は
、
木
造
住
宅
が
さ
ら
に
増
加
し
、
も

と
も
と
の
道
路
の
貧
弱
さ
も
あ
い
ま
っ
て
密
集

化
が
進
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
都
心
有
数
の
危
険

な
木
密
地
域
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
東
京
都
は
、
１
９
８
０
年
代
か
ら
国
の
ま
ち

づ
く
り
交
付
金
事
業
に
よ
り
、
小
公
園
の
整
備

や
生
活
道
路
の
整
備
、
狭
隘
道
路
の
拡
幅
な
ど

を
進
め
て
き
た
。
地
域
の
不
燃
化
率
は
高
ま
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
災
害
時
の
危
険
性
は
高
い
ま

ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
よ
り
、
戦
後
の

復
興
道
路
と
し
て
計
画
さ
れ
た
道
路
が
い
ま

だ
開
通
し
て
い
な
い
。
こ
の
道
路
は
、「
東
京

都
市
計
画
道
路
補
助
線
街
路
第
�1
号
線
」（
以

下
補
助
�1
号
線
）
と
い
う
。
補
助
�1
号
線
は
、

雑
司
ヶ
谷
か
ら
東
池
袋
を
通
る
都
電
荒
川
線

に
沿
っ
て
、
東
池
袋
４
・５
丁
目
を
横
断
す
る

形
の
幅
員
20
ｍ
の
道
路
だ
。
幅
員
４
ｍ
以
上

の
道
路
が
ほ
と
ん
ど
な
い
東
池
袋
４
・５
丁
目

に
と
っ
て
は
、
災
害
時
の
避
難
路
や
延
焼
遮

断
帯
と
し
て
期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
地
権

者
が
輻
輳
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
、
開
発
は

な
か
な
か
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く

道
路
事
業
が
本
格
化
し
た
の
は
戦
後
半
世
紀

を
経
過
し
た
２
０
０
５
年
頃
か
ら
だ
。
事
業

認
可
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
用
地
買
収
な
ど

の
対
象
と
な
る
沿
道
の
住
民
（
地
権
者
・
借

家
人
）
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
協
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ン
だ
。
補
助
�1
号
線
沿
い
の
都
有
地
を
東
京

都
都
市
づ
く
り
公
社
が
取
得
し
、
こ
の
土
地

を
核
に
し
て
沿
道
地
権
者
と
の
等
価
交
換
方

式
に
よ
る
共
同
化
建
替
え
を
行
っ
た
。

　

東
急
不
動
産
は
、
開
発
に
あ
た
っ
て
事
業

採
算
性
の
確
保
や
企
画
力
を
活
か
し
た
。
ブ

ラ
ン
ズ
東
池
袋
は
屋
上
緑
化
だ
け
で
な
く
、

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
内
に
防
火
水
槽
や
備
蓄
倉

庫
を
設
置
し
て
い
る
。
備
蓄
倉
庫
に
は
周
辺

住
民
も
使
え
る
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
、
発
電

機
な
ど
も
保
管
し
て
い
る
。
ま
た
、
敷
地
内

に
は
避
難
路
を
設
け
て
お
り
、
木
密
地
域
の

安
全
性
の
向
上
に
も
寄
与
し
て
い
る
。

౦

ା
の
࣋
ଓ
Մ

ੑ
を
ߴ
め
る

ま
ち
ͮ
͘
Γ

　

東
池
袋
に
お
け
る
一
体
開
発
誘
発
型
事
業

は
、
東
池
袋
４・５
丁
目
で
行
わ
れ
る
二
つ
の

市
街
地
再
開
発
事
業
に
も
結
実
し
て
い
る
。
そ

の
一
つ
が
、
今
年
４
月
に
着
工
し
、
２
０
１
９

年
竣
工
予
定
の
「
東
池
袋
五
丁
目
地
区
第
一
種

市
街
地
再
開
発
事
業
」
だ
。
同
事
業
も
補
助
�1

号
線
・
都
電
荒
川
線
沿
い
で
、
大
塚
駅
か
ら
徒

歩
９
分
、
東
京
メ
ト
ロ
東
池
袋
駅
か
ら
徒
歩
５

分
に
立
地
す
る
。
同
再
開
発
事
業
は
、
都
や
区

が
連
携
し
て
進
め
て
き
た
住
民
の
合
意
形
成
の

中
で
２
０
０
７
年
に
設
立
さ
れ
た
共
同
建
替
え

検
討
会
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
２
０
１
０
年

に
は
再
開
発
準
備
組
合
が
設
立
、
翌
２
０
１
１

年
に
事
業
協
力
者
（
参
加
組
合
員
）
と
し
て
野

村
不
動
産
が
選
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
東
日
本

大
震
災
を
契
機
に
都
が
２
０
１
２
年
に
開
始
し

た
「
木
密
地
域
不
燃
化
10
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
お
け
る
不
燃
化
特
区
制
度
先
行
実
施
地
区
の

コ
ア
事
業
に
決
定
さ
れ
た
。
木
密
地
域
不
燃
化

10
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
特
に
甚
大
な
被
害

ブランズ東池袋

工事中の「東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業」の施行区域

「東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業」の位置図 「東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業」のパース図

路
整
備
と
一
体
的
に
進
め
る
沿
道
ま
ち
づ
く

り
」（
一
体
開
発
誘
発
型
街
路
事
業
）
だ
。
一

体
開
発
誘
発
型
街
路
事
業
と
は
、
木
密
地
域
に

お
け
る
道
路
整
備
の
際
に
、
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
の

力
を
活
か
し
て
沿
道
の
効
率
的
な
土
地
利
用
と

建
物
の
共
同
化
・
不
燃
化
を
実
現
し
て
い
く
取

り
組
み
だ
。
国
土
交
通
省
の
街
路
事
業
の
一
環

で
あ
り
、
地
元
関
係
者
と
の
合
意
形
成
促
進
な

ど
に
対
し
て
国
か
ら
自
治
体
へ
の
補
助
が
あ

るㅣ

。

　

補
助
�1
号
線
沿
い
の
一
体
開
発
誘
発
型
街
路

事
業
で
は
、
都
と
区
が
連
携
し
て
、
地
元
住
民

（
地
権
者
・
借
家
人
）
と
建
物
の
共
同
化
に
向

け
た
合
意
形
成
を
図
っ
て
き
た
。

　

東
池
袋
地
域
に
お
け
る
一
体
開
発
誘
発
型

街
路
事
業
の
第
一
号
は
、
２
０
１
０
年
に
竣

工
し
た
東
急
不
動
産
の
「
ブ
ラ
ン
ズ
東
池
袋
」

（
5�
戸
）
だ
。
ブ
ラ
ン
ズ
東
池
袋
は
、
Ｊ
Ｒ

山
手
線
大
塚
駅
か
ら
徒
歩
７
分
、
都
電
荒
川

線
向
原
駅
徒
歩
４
分
に
立
地
す
る
敷
地
面
積

８
６
２
・
�4
㎡
、
地
下
１
階
・
地
上
10
階
建

て
、
延
床
面
積
４
１
４
２
・
55
㎡
の
マ
ン
シ
ョ

※
平
成
1�
年
度
か
ら
21
年
度
ま
で
は
街
路
事
業
関
係
予
算

の
対
象
。
現
在
は
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
交
付
要
綱

の
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
業
の
道
路
事
業
と
し
て

国
の
補
助
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

が
想
定
さ
れ
る
木
密
地
域
約
７
０
０
０
IB
の
防

災
に
10
年
間
集
中
的
に
取
り
組
み
、
不
燃
領
域

率
を
�0
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
な
ど
を
目
標
と

す
る
都
の
施
策
だ
。
同
再
開
発
事
業
は
、
中
で

も
不
燃
化
特
区
制
度
先
行
実
施
地
区
の
コ
ア
事

業
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
都
に
と
っ
て
重
要
な

東池袋五丁目地区
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ば
、
東
池
袋
地
域
の
災
害
の
危
険
性
が
軽
減
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
商
店
街
の
活
性
化
に
繋
が

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
野
村
不
動
産
は
、
東
池
袋
４
丁
目
で

も
う
一
つ
の
再
開
発
に
も
参
加
組
合
員
と
し
て

関
わ
る
。２
０
２
２
年
４
月
に
竣
工
予
定
の「
東

池
袋
四
丁
目
２
番
街
区
地
区
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業
」
だ
。
同
再
開
発
も
都
電
荒
川
線
沿

い
で
、
東
京
メ
ト
ロ
東
池
袋
駅
・
都
電
荒
川
線

東
池
袋
４
丁
目
駅
か
ら
徒
歩
１
分
、
日
出
通
り

に
面
し
た
交
通
至
便
な
立
地
だ
。同
再
開
発
も
、

都
と
区
の
働
き
か
け
の
結
果
、
２
０
０
９
年
に

共
同
建
替
え
検
討
会
、
２
０
１
２
年
に
準
備
組

合
が
設
立
さ
れ
、
２
０
１
７
年
に
都
市
計
画
決

定
と
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
が
行
わ
れ
て
い

る
。計
画
で
は
、総
戸
数
約
２
３
０
戸
の
タ
ワ
ー

マ
ン
シ
ョ
ン
と
な
る
。
再
開
発
マ
ン
シ
ョ
ン
の

敷
地
面
積
は
約
２
６
６
０
㎡
、
建
物
は
地
下
２

階
地
上
��
階
建
て
、
延
床
面
積
約
３
万
６
４
９

㎡
の
規
模
。
１
階
は
店
舗
、
２
階
に
は
子
育
て

支
援
施
設
、３
階
は
事
務
所
等
と
な
る
予
定
だ
。

ま
た
、
隣
接
す
る
東
池
袋
駅
と
は
地
下
通
路
で

直
結
す
る
予
定
だ
。
同
再
開
発
で
も
、
地
域
の

ϑ Υ ʔ Χ ε
·ͪ ͮ͘ Γͷ

事
業
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
不
燃
化
特
区

に
指
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
工
事
中
に
移
転
す
る

住
民
（
地
権
者
・
借
家
人
）
に
対
し
て
公
営
住

宅
の
優
先
的
あ
っ
せ
ん
な
ど
の
支
援
が
行
わ
れ

て
い
る
。

　

同
再
開
発
は
、
コ
ア
事
業
に
選
定
さ
れ
た
翌

２
０
１
４
年
に
都
市
計
画
決
定
。
２
０
１
５
年

に
再
開
発
組
合
が
設
立
認
可
を
受
け
た
。
計
画

で
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
の
マ
ン
シ
ョ
ン
（
総

戸
数
１
３
２
戸
）
を
建
設
す
る
予
定
だ
。
再
開

発
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
面
積
は
約
１
５
８
０

㎡
、
建
物
は
地
下
１
階
地
上
20
階
建
て
、
延
床

面
積
約
１
万
４
７
０
０
㎡
の
規
模
と
な
る
。
な

お
、
区
は
防
災
道
路
と
し
て
周
辺
道
路
を
拡
幅

し
幅
員
６
ｍ
道
路
を
整
備
す
る
。
他
に
も
、
地

域
の
防
災
性
を
高
め
る
た
め
に
緑
豊
か
な
広
場

や
集
会
施
設
を
設
け
る
。
広
場
は
、
地
元
商
店

街
と
の
交
流
を
意
識
し
た
も
の
だ
。
完
成
す
れ

防
災
性
を
高
め
る
た
め
、
幅
員
６
ｍ
の
区
道
が

敷
地
外
周
に
整
備
さ
れ
る
ほ
か
、
約
１
６
０
㎡

と
約
�0
㎡
の
広
場
や
幅
員
４
ｍ
の
歩
道
状
空

地
が
設
け
ら
れ
る
。
竣
工
後
は
、
幹
線
道
路
の

日
出
通
り
に
面
し
、
東
池
袋
４
丁
目
の
顔
と
な

る
よ
う
な
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
る
は
ず
だ
。

౦

ା
を


͢
る

ฎ
ہ


の

࠶
։
ൃ


　

東
池
袋
の
発
展
の
先
駆
け
と
な
っ
た
巣
鴨
監

獄
は
戦
後
、
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
と
呼
ば
れ
、
や
が

て
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
シ
テ
ィ
お
よ
び
財
務
省
造
幣

局
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
２
０
１
６
年

に
財
務
省
造
幣
局
（
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
東

京
支
局
）
が
埼
玉
県
に
移
転
し
た
こ
と
で
、
現

在
、
造
幣
局
は
約
３・
２�

IB
も
の
広
大
な
空
き

地
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ま
ち
づ
く
り
が

進
ん
で
い
る
。

　

豊
島
区
は
移
転
に
先
立
つ
２
０
１
４
年
に

「
造
幣
局
地
区
街
づ
く
り
計
画
」
を
発
表
。
造

幣
局
跡
地
の
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
側
を
「
市
街
地
整

備
区
域
」（
約
１・５
IB
）、
東
池
袋
４・５
丁
目

側
を
「
防
災
公
園
区
域
」（
約
１・７
IB
）
に
分

「東池袋四丁目2番街区地区第一種市街地再開発事業」の予定地（中央の駐車場）

土壌汚染対策工事が行われている造幣局跡地

割
し
て
、「
安
全
・
安
心
」
と
「
文
化
・
賑
わ
い
・

環
境
」を
確
保
し
て
い
く
方
針
を
打
ち
出
し
た
。

す
で
に
造
幣
局
は
、
区
と
都
市
再
生
機
構
（
Ｕ

Ｒ
）
に
土
地
を
譲
渡
し
て
お
り
、
区
が
道
路
整

備
、
Ｕ
Ｒ
が
市
街
地
整
備
・
公
園
等
整
備
な
ど

進
め
て
い
る
。

　

今
年
９
月
に
区
と
Ｕ
Ｒ
は
防
災
公
園
の
整
備
・

管
理
運
営
事
業
を
担
う
事
業
者
を
公
募
し
た
。

ま
た
10
月
に
は
Ｕ
Ｒ
が
入
札
を
行
っ
た
「
市
街

地
整
備
区
域
」
の
一
部
の
土
地
を
大
学
法
人
が

落
札
し
て
い
る
。
同
大
学
は
、
造
幣
局
跡
地
に

新
キ
ャ
ン
パ
ス
を
設
け
る
と
表
明
し
て
い
る
。

　

造
幣
局
跡
地
は
、
大
学
と
公
園
を
中
心
と
す

る
開
か
れ
た
ま
ち
に
刷
新
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で

池
袋
駅
か
ら
の
人
の
流
れ
が
少
な
か
っ
た
東
池

袋
４・５
丁
目
は
、
造
幣
局
跡
地
と
繋
が
る
こ

と
で
池
袋
駅
前
の
ま
ち
と
一
体
化
し
て
い
く
。

人
の
流
れ
が
増
え
、
木
密
地
域
の
危
険
性
が
減

少
し
て
い
く
こ
と
で
、
東
池
袋
は
持
続
可
能
な

ま
ち
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

�
「東池袋四丁目2番街区地区第一種市街地再開
発事業」パース図
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人
口
減
少
社
会
へ
の

シ
リ
ー
ズ

処
方
箋

多
極
型
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
へ

　

わ
が
国
で
は
人
口
減
少
に
伴
い
、
歳
入
・
歳

出
と
も
縮
小
し
て
い
く
可
能
性
が
高
い
。
そ
う

し
た
中
で
、
イ
ン
フ
ラ
や
文
教
施
設
等
を
維
持

し
て
い
く
た
め
に
は
、
一
定
の
エ
リ
ア
に
人
口

密
度
を
高
め
て
集
約
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
人
口
が
集
積
す
れ
ば
、
生
産
と
消
費
が

同
時
に
行
わ
れ
る
特
性
を
持
つ
サ
ー
ビ
ス
産
業

の
生
産
性
が
高
ま
り
、
さ
ら
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
効
率
も
高
ま
る
。
結
果
と
し
て
、
人
口

が
減
少
し
て
も
持
続
可
能
な
福
祉
社
会
が
描
け

る
か
ら
だ
。

　

人
口
密
度
を
高
め
て
い
く
施
策
と
し
て
、
私

は
多
極
型
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
（
図
）
を
提
案

し
て
い
る
。多
極
型
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
は
、

駅
前
市
街
地
な
ど
中
心
市
街
地
へ
の
コ
ン
パ
ク

ト
化
だ
け
で
な
く
、
団
地
（
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
）

や
中
山
間
地
域
に
お
け
る
旧
役
場
周
辺
な
ど
を

拠
点
に
し
て
、
人
口
集
積
を
図
る
考
え
方
だ
。

キ
ー
と
な
る
の
は
、
自
動
車
を
使
わ
ず
に
歩
い

て
行
け
る
距
離
で
生
活
で
き
る
エ
リ
ア
を
つ
く

る
こ
と
だ
。

　

私
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
で
は
、
こ
こ
数
年
、

替
え
と
み
ら
れ
る
。
高
齢
化
と
と
も
に
自
動
車

の
運
転
を
不
安
に
思
う
よ
う
に
な
り
、
徒
歩
圏

内
で
買
い
物
や
通
院
が
で
き
る
場
所
を
求
め
る

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
商
店
や

ス
ー
パ
ー
が
駅
前
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
だ
が
、
人
口
が
増
え
れ
ば
、
商
店
も
成
立

し
や
す
く
な
る
と
い
う
好
循
環
が
生
ま
れ
る
。

今
後
も
駅
前
な
ど
生
活
利
便
性
の
高
い
マ
ン

シ
ョ
ン
に
対
す
る
高
齢
者
の
需
要
は
高
ま
る
だ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
商
品
企

画
に
つ
い
て
も
、
高
齢
世
帯
を
考
慮
し
た
内
容

が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

高
齢
者
の
入
居
を
考
慮
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
を

企
画
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
主
に
三
つ
の
視
点

が
求
め
ら
れ
る
。
①
間
取
り
（
室
内
設
計
）
の

再
考
、
②
共
用
部
・
共
用
施
設
の
再
評
価
、
③

修
繕
積
立
金
の
再
考
だ
。
室
内
設
計
に
つ
い
て

は
、
寝
室
数
を
少
な
く
し
た
間
取
り
も
選
好
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
従
来
型
の
３
〜
４

Ｌ
Ｄ
Ｋ
を
設
計
し
、
寝
室
数
を
減
ら
す
場
合
は

１
部
屋
な
く
し
て
リ
ビ
ン
グ
を
広
く
す
る
と
い

う
計
画
で
は
中
途
半
端
だ
。
思
い
切
っ
て
、
最

初
か
ら
寝
室
数
を
少
な
く
設
計
す
る
と
水
回
り

の
位
置
を
調
整
で
き
、主
寝
室
を
広
く
し
た
り
、

リ
ビ
ン
グ
の
一
角
に
書
斎
を
設
け
た
り
す
る
な

ど
使
い
や
す
い
間
取
り
に
で
き
る
。

　

共
用
部
・
共
用
施
設
も
再
評
価
が
必
要
だ
。

私
の
調
査
で
は
、
自
宅
前
の
植
栽
に
水
や
り
を

す
る
、
玄
関
前
を
掃
除
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
地
域
住
民
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
り
や
す
く
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
す

る
た
め
、
低
層
部
だ
け
で
な
く
中
層
部
・
高
層

部
の
玄
関
前
に
植
栽
な
ど
を
置
け
る
専
有
ポ
ー

チ
を
整
備
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
容
積
率
の
算
定
か
ら
共
用
廊
下
の
面
積
を

除
外
で
き
る
法
改
正
（
１
９
９
７
年
）
以
後

は
、
廊
下
扱
い
と
す
る
ポ
ー
チ
の
専
用
使
用
は

難
し
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
窓
に
花
台
を

設
置
す
る
な
ど
工
夫
で
き
る
余
地
は
あ
る
。
ま

た
、
共
用
施
設
に
つ
い
て
も
、
買
い
物
の
利
便

性
を
補
う
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
・
談
話
室
な
ど
、
高
齢
者
の
利
用
頻
度

が
高
く
な
る
施
設
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
積
極

的
に
導
入
す
べ
き
だ
。

　

最
後
に
、
修
繕
積
立
金
に
も
高
齢
者
を
意
識

し
た
制
度
設
計
が
求
め
ら
れ
る
。
高
齢
者
が
入

居
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
修
繕
積
立

金
の
積
立
額
を
で
き
る
だ
け
経
年
の
上
昇
が
小

さ
く
な
る
よ
う
に
設
定
し
て
お
く
こ
と
が
重
要

だ
と
思
う
。

郊
外
の
核
と
な
る
団
地

　

利
便
性
の
高
い
中
心
市
街
地
へ
の
コ
ン
パ
ク

ト
化
が
進
む
と
み
ら
れ
る
一
方
で
、
郊
外
の
住

宅
地
は
今
後
、
社
会
移
動
や
自
然
減
に
よ
り

人
口
密
度
が
下
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
高
齢

化
と
と
も
に
人
口
密
度
が
下
が
れ
ば
、
イ
ン

フ
ラ
等
の
維
持
が
難
し
く
な
っ
て
い
く
。
私

は
、
郊
外
に
お
い
て
は
都
心
部
と
は
異
な
る
形

高
齢
化
が
進
む
都
市
と
住
ま
い
の
あ
り
方
千
葉
大
学
大
学
院
融
合
理
工
学
府
・
地
球
環
境
科
学
専
攻
教
授   

小
林
秀
樹 

氏

わ
が
国
は
急
速
な
高
齢
化
に
直
面
す
る
。
と
り
わ
け
三
大
都
市
圏
で
は
、
高
齢
者
の

数
が
２
０
１
０
年
か
ら
２
０
３
０
年
ま
で
に
計
約
４
０
０
万
人
以
上
増
加
す
る
と
み
ら

れ
る
。
急
速
な
高
齢
化
が
進
行
す
る
都
市
に
お
い
て
、
住
ま
い
方
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
。
マ
ン
シ
ョ
ン
や
都
市
計
画
を
研
究
す
る
千
葉
大
学
大
学
院
融
合
理
工
学
府
の
小

林
秀
樹
教
授
に
聞
い
た
。

大
都
市
・
地
方
都
市
と
も
に
駅
前
や
都
心
部
の

新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
高
齢
世
帯
の
シ
ェ

ア
が
増
加
し
て
い
る
。
事
実
上
、
駅
前
な
ど
都

市
中
心
部
へ
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
は
進
行
し
て
い

る
。
高
齢
世
帯
の
多
く
は
、
郊
外
か
ら
の
住
み
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ず
、
診
療
所
や
デ
イ
ケ
ア
施
設
に
車
で
送
迎
す

る
家
族
の
「
つ
い
で
買
い
」
を
誘
引
で
き
る
。

調
査
で
は
、
ス
ー
パ
ー
利
用
者
の
約
４
割
が
他

施
設
を
同
時
利
用
し
て
お
り
、
売
上
に
寄
与
し

て
い
る
。
ま
た
、施
設
内
に
は
集
会
所
も
あ
り
、

地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
も

な
っ
て
い
る
。

　

団
地
に
お
け
る
課
題
と
し
て
、
５
階
建
て
建

物
で
も
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
と
り
わ
け
４
〜
５
階
に

住
ん
で
い
る
高
齢
者
の
不
安
が
強
い
。
し
か

し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
は
費
用
が
高
く
、

分
譲
で
は
合
意
が
と
れ
ず
、
賃
貸
で
は
採
算
が

と
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、
高
齢
者
は
団
地
内
で

低
層
階
に
住
み
替
え
る
ほ
う
が
合
理
的
だ
。
一

方
、
保
育
園
な
ど
を
整
備
し
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
層

に
と
っ
て
の
利
便
性
を
高
め
れ
ば
、
４
〜
５
階

住
戸
は
価
格
が
安
い
た
め
十
分
な
需
要
が
見
込

め
る
よ
う
に
な
る
。
高
齢
化
が
進
む
団
地
の
再

生
に
向
け
て
は
、
民
間
企
業
が
複
合
施
設
を
手

が
け
ら
れ
る
よ
う
な
容
積
率
や
異
種
用
途
複
合

に
関
わ
る
規
制
緩
和
や
補
助
が
必
要
だ
ろ
う
。

戸
建
住
宅
地
の
再
生
に
向
け
て

　

高
齢
化
と
人
口
減
少
の
影
響
を
も
っ
と
も
受

け
る
の
は
、
駅
か
ら
離
れ
た
郊
外
の
戸
建
住
宅

地
と
考
え
ら
れ
る
。
交
通
利
便
性
に
劣
る
郊
外

の
戸
建
住
宅
地
の
居
住
需
要
は
、
高
齢
化
と
と

も
に
減
少
し
て
い
く
。
近
隣
の
文
教
施
設
の
統

廃
合
が
生
じ
れ
ば
、
居
住
需

要
は
さ
ら
に
減
少
す
る
。
こ

の
よ
う
な
戸
建
住
宅
地
を
再

生
す
る
に
は
、
住
宅
の
「
再

編
」
が
必
要
だ
と
思
う
。
具

体
的
に
は
、
隣
り
合
っ
た
住

宅
２
戸
を
１
つ
に
す
る
こ
と

で
、
１
戸
当
た
り
の
面
積
を

で
の
コ
ン
パ

ク
ト
化
を
よ

り
推
進
す
べ

き
だ
と
考
え

て
い
る
。
そ

の
際
の
拠
点

と
し
て
団
地

（
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
）
を
挙

げ
た
い
。
一

般
的
に
団
地

は
、
数
百
世

帯
以
上
が
限

ら
れ
た
エ
リ
ア
の
中
に
集
住
し
て
い
る
。ま
た
、

１
０
０
０
世
帯
を
超
え
る
よ
う
な
団
地
に
は
、

歩
け
る
距
離
に
小
規
模
商
店
街
が
併
設
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
か
つ
て
は
事
実
上
、
住
商

混
在
の
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
現
在
で
は
高
齢
化
と
人
口
減
少
が
進

行
す
る
と
と
も
に
、
大
型
店
に
押
さ
れ
て
商
店

も
閉
業
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

私
は
、
団
地
の
商
店
街
を
再
整
備
し
、
福
祉
施

設
や
保
育
園
、
ス
ー
パ
ー
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
薬

局
な
ど
の
複
合
施
設
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

団
地
を
現
代
の
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
し
て
再

生
で
き
る
と
提
唱
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
千
葉

県
稲
毛
市
の
団
地
内
に
２
０
１
１
年
に
開
設
さ

れ
た
複
合
施
設
（
延
床
面
積
約
４
０
０
０
㎡
）

は
、
施
設
整
備
を
通
じ
た
団
地
再
生
の
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。同
施
設
は
、

サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け
住
宅
や
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
施
設
と
い
っ
た
福
祉
施
設
を
中
心
に
、
ス
ー

パ
ー
や
子
育
て
支
援
施
設
、
惣
菜
・
弁
当
屋
、

診
療
施
設
、
カ
フ
ェ
な
ど
を
併
設
し
て
い
る
。

こ
こ
は
ス
ー
パ
ー
が
一
度
撤
退
し
て
い
る
場
所

だ
が
、
福
祉
施
設
等
を
併
設
す
る
こ
と
で
、
団

地
周
辺
か
ら
歩
い
て
く
る
買
い
物
客
の
み
な
ら

増
や
し
て
い
く
こ
と
が
一
案
だ
。
郊
外
の
戸
建

住
宅
地
は
、
駐
車
場
を
含
め
敷
地
面
積
１
５
０

㎡
〜
２
０
０
㎡
の
規
模
で
供
給
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
で
は
市
街
地
の
住
環
境
と
変

わ
り
が
な
く
、
人
口
減
少
と
と
も
に
そ
こ
を
選

択
す
る
理
由
が
な
く
な
る
。
住
宅
２
戸
を
ま
と

め
る
こ
と
で
、郊
外
な
ら
で
は
の
余
裕
の
あ
る
、

優
良
な
住
宅
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、

私
の
調
査
で
は
、
郊
外
の
戸
建
住
宅
地
で
は
、

売
り
に
出
さ
れ
た
住
宅
を
隣
家
の
住
民
が
購
入

す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
購
入
理

由
は
菜
園
や
子
世
帯
の
住
宅
の
た
め
な
ど
さ
ま

ざ
ま
だ
が
、
家
を
広
く
し
た
い
と
い
う
ニ
ー

ズ
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
郊
外
の
中

で
も
交
通
利
便
性
が
劣
る
住
宅
地
で
は
、
住

宅
を
再
編
し
、
戸
当
た
り
面
積
を
増
や
す
こ

と
で
競
争
力
が
向
上
す
る
は
ず
だ
。
た
だ
し
、

課
題
も
あ
る
。
現
在
の
固
定
資
産
税
は
、
敷

地
面
積
が
２
０
０
㎡
を
超
え
る
部
分
で
は
課

税
標
準
が
上
が
っ
て
し
ま
う
（
税
負
担
が
増

え
る
）。
こ
う
し
た
税
制
を
改
め
て
、
郊
外
に

お
い
て
は
面
積
の
上
限
を
緩
和
す
る
と
い
っ

た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
っ
て
い
い
。「
郊

外
で
は
広
大
で
自
然
豊
か
な
住
宅
に
住
め
る
」

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
明
確
に
な
れ
ば
、
郊
外

住
宅
地
の
需
要
を
維
持
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
人
口
が
減
少
す
る
中
で
郊
外
を
持
続
可
能

に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
郊
外
住
宅
地
の
需
要

を
後
押
し
す
る
政
策
が
求
め
ら
れ
る
。（
談
）
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「大手町の森」を歩く。

常緑樹や落葉樹など幾種もの樹木の葉が

密集して、地面を覆う。

日本有数のビジネス街なのに、

田舎の森の中を歩いているような

不思議な空気感がある。

鳥類も複数の種が定着し、

渡り鳥も立ち寄っているという。




