
特
集
・
都
市
の
魅
力
｜
第
三
の
都
市
空
間
①

第
三
の
生
活
空
間
と
都
市
の
魅
力

寺
出
　
浩
司

一
－
は
じ
め
に

二
｜
”
銀
ブ
ラ
“
以
前
―
異
界
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三
―
”
銀
ブ
ラ
“
以
後
－
第
三
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生
活
空
間
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成
立

四
｜
”
銀
ブ
ラ
“
の
魅
力
匿
名
性
と
群
れ
の
本
能

五
―
”
銀
プ
ラ
“
の
調
べ
物
考
現
学
と
い
う
方
法

-

は
じ
め
に

　
も
は
や
死
語
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
銀
座
の
街
頭

を
ブ
ラ
つ
き
歩
く
と
い
う
意
味
の
”
銀
ブ
ラ
“
な
る
言

葉
が
、
新
語
と
し
て
誕
生
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
た

く
う
ち
に
流
行
語
と
し
て
全
国
的
に
拡
が
っ
て
い
っ
だ

の
は
、
日
本
の
都
市
社
会
の
近
代
化
が
本
格
的
に
進
ん

で
い
っ
た
一
九
二
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の

風
俗
文
献
に
よ
っ
て
も
、
明
治
の
東
京
に
こ
の
“
銀
ブ

ラ
”
な
る
現
象
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
風
俗

史
家
の
生
方
敏
郎
の
「
日
露
戦
争
前
後
ま
で
の
学
生
は
、

今
日
の
学
生
の
や
う
に
、
カ
フ
ェ
の
楽
し
み
を
銀
ブ
ラ

の
味
ひ
も
知
ら
な
か
っ
た
」
　
（
『
明
治
大
正
見
聞
史
』

一
九
二
六
年
）
と
い
う
記
述
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
作
家
の
広
津
和
郎
が
「
銀
座
と
浅
草
」
　
（
『
中

央
公
論
』
二
七
年
四
月
号
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、

「
銀
ブ
ラ
と
い
ふ
言
葉
は
、
今
は
東
京
人
ば
か
り
で
は

な
く
、
地
方
の
人
々
に
も
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
、

直
ぐ
解
る
ら
し
い
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
言

葉
は
都
市
生
活
の
魅
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
た

ち
ま
ち
の
う
ち
に
人
々
の
心
を
と
ら
え
て
い
っ
た
。

　
“
モ
ボ
（
モ
ダ
ン
ー
ボ
ー
イ
)
　
”
“
モ
ガ
（
モ
ダ
ン
・

ガ
ー
ル
）
”
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
形
容
さ
れ
た
当
時

の
生
活
風
俗
の
先
端
的
現
象
が
華
や
か
に
展
開
さ
れ
る

銀
座
の
街
頭
。
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
街
丸
の
内
に
近
接
し

て
、
当
時
階
層
形
成
を
は
じ
め
て
い
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

層
や
そ
の
予
備
軍
で
あ
る
学
生
た
ち
で
賑
わ
う
銀
座
の

街
頭
。
そ
こ
を
な
ん
の
目
的
も
も
た
ず
に
そ
ぞ
ろ
歩
く

こ
と
、
砂
糖
に
む
ら
が
り
集
ま
る
ア
リ
の
ご
と
く
に
盛

り
場
固
有
の
甘
い
雰
囲
気
を
求
め
て
群
れ
つ
ど
う
人
々

の
波
に
自
分
も
ま
た
匿
名
の
群
衆
の
一
人
と
し
て
ま
じ

り
あ
う
こ
と
｜
に
そ
れ
は
ま
ち
が
い
な
く
近
代
の
都
市

生
活
者
の
み
に
与
え
ら
れ
た
新
し
い
体
験
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
“
銀
ブ
ラ
”
の
誕
生
こ
そ
が
、
本
号
の
特
集
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
「
都
市
の
第
三
の
生
活
空
間
」
が
日

本
に
お
い
て
も
本
格
的
な
形
で
成
立
し
た
こ
と
を
象
徴

的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
小

稿
で
は
、
こ
の
″
銀
ブ
ラ
“
な
る
現
象
を
手
が
か
り
と

し
な
が
ら
、
職
場
を
中
心
と
し
た
第
一
の
生
活
空
間
と

も
、
家
庭
・
地
域
社
会
を
中
心
と
し
た
第
二
の
生
活
空

間
と
も
異
な
っ
た
原
理
の
上
に
成
り
立
っ
た
、
盛
り
場

を
中
心
と
す
る
第
三
の
生
活
空
間
の
問
題
に
つ
い
て
簡
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単
に
デ
ッ
サ
ン
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二

″
銀
ブ
ラ
〟
以
前
－
異
界
と
し
て
の
盛
り
場

　
盛
り
場
と
い
う
言
葉
が
日
本
で
使
わ
れ
だ
す
の
は
、

幕
末
の
頃
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
起
源
は
江
戸
時

代
の
寺
社
の
境
内
や
遊
廓
・
芝
居
街
な
ど
人
々
の
盛
り

が
見
ら
れ
た
場
所
に
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
近
代
の

都
市
計
画
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
て
、
明
治
の
盛
り
場
が

形
成
さ
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
江
戸
時
代
よ

り
浅
草
寺
の
門
前
町
と
し
て
、
そ
し
て
猿
若
町
の
歌
舞

伎
三
座
、
吉
原
遊
廓
で
賑
わ
っ
て
き
た
浅
草
は
、
明
治

十
年
代
の
都
市
再
開
発
に
よ
っ
て
、
「
六
区
」
の
興
行

ゾ
ー
ン
を
中
心
と
し
た
近
代
的
な
盛
り
場
と
し
て
の
様

相
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
明
治
の
大
阪
で

最
大
の
盛
り
場
で
あ
っ
た
千
日
前
は
、
江
戸
時
代
ま
で

は
刑
場
・
墓
地
で
あ
っ
た
が
、
墓
地
の
阿
倍
野
移
転
に

よ
っ
て
有
閑
地
と
な
り
、
地
域
活
性
化
の
た
め
に
大
阪

市
が
こ
こ
に
見
世
物
興
行
を
誘
致
し
た
こ
と
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
盛
り
場
と
し
て
発
展
を
は
じ
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
"
銀
ブ
ラ
”
以
前
の
盛
り
場
を
代
表
す
る

明
治
東
京
の
浅
草
も
、
明
治
大
阪
の
千
日
前
も
、
そ
こ

に
群
れ
つ
ど
う
人
々
の
生
活
構
造
と
い
う
点
か
ら
し
て

も
、
ま
た
盛
り
場
と
し
て
の
空
間
構
造
と
い
う
点
か
ら

し
て
も
、
都
市
の
第
三
の
生
活
空
間
と
い
う
よ
う
に
位

置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ま
ず
は
明
治
の
都
市
住
民
の
生
活
構
造
の
基
本
型
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
日
本
の
都
市
社
会
学

の
草
分
け
の
一
人
で
あ
っ
た
奥
井
復
太
郎
の
言
葉
、
（

「
明
治
東
京
の
性
格
－
都
市
生
活
史
に
つ
い
て
の
覚
悟
」

『
三
田
学
会
雑
誌
』
一
九
五
三
年
）
に
よ
り
つ
つ
ス
ケ

チ
し
て
お
こ
う
。
た
し
か
に
明
治
と
い
う
時
代
は
、
政

治
・
経
済
・
軍
事
・
教
育
な
ど
の
社
会
制
度
の
面
で
は

急
激
な
近
代
化
が
押
し
す
す
め
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
都
市
社
会
を
住
民
の
生
活
の
あ
り
方
か

ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
「
末
期
に
い
た
る
ま
で
、
だ
い
た

い
に
お
い
て
江
戸
的
性
格
の
延
長
な
い
し
継
続
で
あ
っ

た
」
。
そ
の
代
表
的
市
民
で
あ
る
「
下
町
の
商
人
と
職

人
」
た
ち
の
生
活
を
特
徴
づ
け
て
い
た
の
は
、
労
働
・

消
費
・
娯
楽
の
基
本
的
な
生
活
行
動
が
、
マ
チ
ウ
チ
（
町

内
）
と
呼
ば
れ
る
比
較
的
狭
い
範
囲
の
地
域
社
会
の
内

部
で
自
己
完
結
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
店
持
ち
の
商
人
や
居
職
人
の
場
合
、
家
の
表
が
労
働

の
場
所
、
家
の
奥
が
消
費
の
場
所
と
い
う
よ
う
に
、
両

者
が
同
一
の
空
間
の
内
に
融
合
さ
れ
て
お
り
、
労
働
と

消
費
、
経
営
と
家
計
と
が
未
分
化
の
状
態
に
置
か
れ
て

い
た
。
商
人
は
地
域
住
民
の
需
要
す
る
日
常
的
生
活
財
・

サ
ー
ビ
ス
を
商
い
、
職
人
は
地
域
内
の
特
定
の
顧
客
か

ら
の
注
文
品
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
を
介

し
て
地
域
社
会
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
裏
面
と
し

て
の
消
費
の
側
面
か
ら
言
え
ば
、
地
域
社
会
の
内
部
で

大
体
の
生
活
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
が
行
わ
れ
、
基
礎

的
な
生
活
欲
求
が
そ
こ
で
充
足
さ
れ
て
い
た
。
レ
ジ
ャ
ー

に
つ
い
て
も
事
情
は
同
様
で
、
地
域
社
会
の
内
に
そ
れ

ぞ
れ
の
娯
楽
中
心
地
が
形
成
さ
れ
、
落
語
・
講
談
・
浪

花
節
な
ど
の
寄
席
に
代
表
さ
れ
る
娯
楽
機
関
が
、
地
域

住
民
の
嗜
好
に
あ
わ
せ
て
設
置
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
地
域
社
会
の
内
部
に
「
住
居
・
職

場
・
娯
楽
の
生
活
三
拠
点
を
１
ヵ
所
に
統
合
せ
し
め
て

い
る
事
実
」
こ
そ
が
、
明
治
の
都
市
生
活
の
基
本
的
な

構
造
で
あ
っ
た
。
小
稿
で
の
言
葉
を
用
い
て
言
い
換
え

れ
ば
、
当
時
の
代
表
的
市
民
で
あ
っ
た
都
市
自
営
業
層

の
生
活
構
造
に
お
い
て
は
、
第
一
、
第
二
、
第
三
の
生

活
空
間
が
ま
さ
し
く
未
分
化
の
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
こ
れ
が
都
市
住
民
の
日
常
生
活
の
構
造
で
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
群
れ
つ
ど
っ
て
く
る

　
”
銀
プ
ラ
”
以
前
の
盛
り
場
は
、
民
俗
学
者
た
ち
の
い

う
”
ハ
レ
”
の
時
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
い
ま
で
も
年
寄
り
の
職
人
が
、
月
の
第
一
日
目

の
こ
と
を
"
お
つ
い
た
ち
”
と
い
う
美
称
で
呼
ん
で
い

る
こ
と
に
も
そ
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
般

に
一
日
、
十
五
日
に
定
め
ら
れ
た
月
の
二
日
の
休
み
は

か
れ
ら
に
と
っ
て
は
"
祭
り
“
の
日
で
あ
り
、
そ
の
日

に
盛
り
場
へ
遊
楽
に
出
か
け
て
い
く
こ
と
は
、
平
々
凡
々

と
繰
り
返
さ
れ
る
日
常
の
生
活
か
ら
一
時
的
に
離
脱
し

て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
対
応
し
て
、
盛
り
場
の
空
間
構
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造
も
ま
た
、
一
種
の
“
祝
祭
”
空
間
の
色
合
い
を
濃
厚

に
保
有
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
盛
り
場
と
し
て
の
浅
草

が
、
信
仰
（
浅
草
寺
）
と
性
（
吉
原
遊
廓
）
と
芝
居

（
歌
舞
伎
三
座
、
明
治
以
降
は
六
区
の
興
行
街
）
の
三

位
一
体
を
基
本
骨
格
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
に

も
、
そ
れ
は
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
職
人

た
ち
の
世
界
の
隠
語
と
し
て
、
性
行
為
を
”
お
ま
つ
り
“

と
呼
び
、
ま
た
演
劇
あ
る
い
は
芸
能
と
い
う
も
の
が
本

来
的
に
祝
祭
的
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ

し
て
も
ら
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
了
解
し
え
よ
う
。
そ
し

て
、
そ
こ
が
ど
れ
だ
け
人
々
に
よ
っ
て
賑
わ
お
う
と
、

そ
の
周
辺
に
は
墓
地
や
穢
れ
の
空
間
が
拡
が
り
、
そ
の

う
ち
に
は
江
戸
時
代
の
二
大
悪
所
と
さ
れ
た
遊
廓
と
芝

居
小
屋
と
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
”
銀
プ
ラ
”
以
前
の

盛
り
場
は
、
そ
の
担
い
手
と
な
る
都
市
住
民
の
生
活
構

造
の
面
か
ら
見
て
も
、
そ
の
空
間
構
造
の
面
か
ら
見
て

も
、
異
界
性
に
彩
ら
れ
た
都
市
の
Λ
周
縁
Ｖ
的
な
存
在

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

″
銀
ブ
ラ
″
以
後
｜
第
三
の
生
活
空
間
の
成
立

　
さ
て
、
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
な
都
市
住
民
の
近
世

的
な
生
活
構
造
の
基
本
型
が
く
ず
れ
は
じ
め
、
そ
し
て

盛
り
場
も
含
み
こ
ん
だ
都
市
構
造
が
大
き
く
変
容
し
は

じ
め
る
の
は
、
日
露
戦
争
後
の
産
業
構
造
の
重
化
学
工

業
化
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
近
代
産
業
社
会
の
枠
組
み
が

本
格
的
に
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
一
九
二
〇
年
代
前
後
の

時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
工
場
労
働
者
お
よ
び
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
近
代
的
雇
用
労
働
者
の
階
層
形
成

が
進
展
し
、
就
業
構
造
の
上
で
は
ま
だ
少
数
グ
ル
ー
プ

で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
か
れ
ら
の
形
成
し
つ
つ
あ
る
生

活
文
化
が
都
市
社
会
全
体
の
生
活
文
化
の
あ
り
方
を
主

導
す
る
よ
う
に
な
る
。
奥
井
の
言
葉
を
再
び
借
り
れ
ば
、

か
れ
ら
が
都
市
自
営
業
層
に
か
わ
っ
て
、
「
都
市
の
代

表
的
市
民
」
の
地
位
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　
こ
の
雇
用
労
働
者
層
の
生
活
構
造
を
基
本
的
に
特
徴

づ
け
る
の
は
、
労
働
と
消
費
と
が
労
働
力
の
消
費
と
再

生
産
と
の
循
環
的
構
造
の
下
で
、
時
間
的
に
も
空
間
的

に
も
分
離
し
て
い
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
時
間
か
ら
言

え
ば
、
一
日
二
十
四
時
間
の
全
体
と
し
て
の
生
活
時
間

の
中
か
ら
、
ま
ず
は
企
業
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
労
働

時
間
が
区
切
り
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外

の
非
労
働
時
間
の
存
在
が
浮
か
び
上
か
っ
て
く
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
戦
後
不
況
に
対
す
る
企
業
の
合
理
化
政
策

の
一
環
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
労
働
時
間
短
縮
に

よ
っ
て
増
大
し
た
非
労
働
時
間
の
巾
か
ら
、
生
理
的
拘

束
か
ら
も
一
定
程
度
解
放
さ
れ
た
自
由
時
間
の
存
在
が

析
出
さ
れ
、
こ
こ
に
、
労
働
時
間
（
社
会
的
拘
束
時
間
）

、
休
養
時
間
（
生
理
的
拘
束
時
間
）
、
そ
し
て
自
由
時

間
の
三
つ
を
基
本
要
素
と
す
る
生
活
時
間
の
構
造
が
成

立
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
こ
の
雇
用
労
働
者
の
生
活
時
間
の
構
造
に
も

と
づ
き
な
が
ら
、
都
市
の
空
間
構
造
も
大
き
な
変
容
を

み
せ
て
い
く
。
即
ち
、
か
つ
て
地
域
社
会
の
内
部
に
一

ヵ
所
に
統
合
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
「
住
居
・
職
場
・
娯

楽
の
生
活
三
拠
点
」
は
、
労
働
空
間
が
企
業
に
、
消
費

空
間
が
家
庭
に
、
そ
し
て
レ
ジ
ャ
ー
空
間
が
盛
り
場
へ

と
い
う
よ
う
に
分
極
化
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
都
市
の

中
に
三
つ
の
基
本
空
間
が
形
成
さ
れ
、
盛
り
場
は
都
市

住
民
の
日
常
生
活
の
構
造
の
中
で
第
三
の
生
活
空
間
と

し
て
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
東
京
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
に
と
っ
て
の
第
一

の
生
活
空
間
の
代
表
地
で
あ
る
丸
の
内
に
近
接
し
た
銀

座
で
、
た
と
え
ば
昼
休
み
に
、
あ
る
い
は
仕
事
帰
り
の

夕
方
か
ら
夜
の
時
間
帯
に
、
か
れ
ら
の
ま
さ
し
く
日
常

的
レ
ジ
ャ
ー
行
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
く
”
銀
ブ
ラ
“

が
、
第
三
の
生
活
空
間
の
誕
生
を
象
徴
的
に
示
す
も
の

だ
っ
た
と
述
べ
た
由
縁
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
そ
し
て
確
か
に
、
銀
座
は
近
代
的
な
都
市
生
活
の
魅

力
を
体
現
し
た
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
場
所
で
あ
っ
た
。
そ

の
こ
と
は
、
昭
和
戦
前
期
の
都
市
を
舞
台
に
し
た
歌
謡

曲
の
中
で
、
戦
時
に
な
だ
れ
こ
む
寸
前
の
都
市
生
活
の

最
後
の
輝
き
が
、
郊
外
の
文
化
住
宅
で
営
ま
れ
た
モ
ダ

ン
ラ
イ
フ
と
、
銀
座
で
の
レ
ジ
ャ
ー
行
動
の
二
つ
に
代

表
さ
れ
て
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る

二
九
二
八
年
か
ら
三
七
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
代
表

的
作
品
と
し
て
、
「
当
世
銀
座
節
」
「
銀
座
二
重
奏
」
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「
銀
座
の
柳
」
「
秋
の
銀
座
」
「
銀
座
八
丁
」
な
ど
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
し
か
し
、
都
市
住
民
の
日

常
的
レ
ジ
ャ
ー
の
場
と
し
て
の
盛
り
場
つ
ま
り
は
第
三

の
生
活
空
間
の
典
型
と
し
て
、
よ
り
重
要
な
音
味
を
も
っ

て
い
た
の
は
、
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
街
と
私
鉄
沿
線
の
郊

外
住
宅
地
と
の
結
節
点
に
位
置
す
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
型
の

盛
り
場
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
東
京
で
は
新
宿
（
小
田
急
、
京
王
）
、
渋
谷
（
東
急
）
、

池
袋
（
西
武
）
、
大
阪
で
は
梅
田
（
阪
急
）
に
代
表
さ

れ
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
型
の
盛
り
場
が
発
展
を
は
じ
め
る
の

は
、
大
正
末
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
の
こ
と
だ
っ

た
。
そ
し
て
高
度
成
長
以
降
の
時
期
、
浅
草
や
千
日
前

と
い
っ
た
近
世
的
原
理
の
上
に
成
立
し
た
盛
り
場
が
衰

退
を
し
て
い
く
の
と
は
対
照
的
に
（
信
仰
と
性
と
興
行

の
三
位
一
体
の
構
造
原
理
が
く
ず
れ
た
の
が
、
衰
退
の

最
大
の
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表
１
を
参
照
）
、

こ
れ
が
現
代
都
市
を
代
表
す
る
盛
り
場
と
し
て
飛
躍
的

な
発
展
を
と
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
型
盛
り
場
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、

私
鉄
資
本
の
経
営
す
る
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
・
ス
ト
ア
を

中
心
核
と
し
て
、
そ
の
空
間
構
造
が
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
と
い
う
所
に
あ
っ
た
。
そ
の
祖
型
と
な
っ
た
の
は
、

加
藤
秀
俊
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
『
都
市
と
娯
楽
』
）

小
林
一
三
ひ
き
い
る
阪
急
電
鉄
の
経
営
戦
略
で
あ
っ
た
。

阪
急
は
、
池
田
室
町
住
宅
地
（
一
九
一
〇
年
）
、
桜
井

住
宅
地
（
一
一
年
）
を
ふ
り
だ
し
に
、
自
線
の
沿
線
に

つ
ぎ
つ
ぎ
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
の
た
め
の
郊
外
住
宅
地

の
開
発
・
分
譲
を
行
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
平
行
し
て

都
心
側
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
梅
田
に
阪
急
デ
パ
ー
ト
を
開
店

し
、
逆
に
都
心
と
は
反
対
側
に
宝
塚
遊
園
地
（
あ
の
宝

塚
少
女
歌
劇
の
本
拠
と
な
る
劇
場
も
こ
の
遊
園
地
内
に

設
置
さ
れ
た
）
を
設
け
て
、
平
日
の
朝
と
夕
方
の
時
間

帯
は
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
街
へ
通
勤
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、

平
日
の
昼
間
は
デ
パ
ー
ト
へ
買
物
に
行
く
主
婦
た
ち
、

そ
し
て
休
日
は
家
族
連
れ
で
遊
園
地
へ
と
い
う
よ
う
に
、

四
六
時
中
乗
客
が
と
ぎ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
方
策

を
と
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
阪
急
の
経
営
戦
略
が
、
他
の
私
鉄
資
本
に
も
踏

襲
さ
れ
て
、
や
が
て
は
私
鉄
資
本
は
サ
ー
ビ
ス
産
業
の

巨
大
な
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
へ
と
成
長
し
、
そ
し
て

　
”
私
鉄
文
化
”
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
日
本
固
有
の
都
市

文
化
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
公
共
的
政
策
を
中
心
に
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
欧

米
の
都
市
と
は
異
な
る
日
本
の
近
代
都
市
の
特
質
が
存

在
し
て
い
る
。

　
さ
て
話
を
も
う
一
度
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
型
の
盛
り
場
の

中
心
核
と
な
る
私
鉄
系
の
デ
パ
ー
ト
の
こ
と
に
も
ど
す

と
、
こ
れ
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
点
で
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と

な
っ
て
い
る
。
デ
パ
ー
ト
の
比
較
文
化
論
の
よ
う
な
話

に
な
る
が
、
ひ
と
つ
は
「
お
よ
そ
世
界
中
で
百
貨
店
と

名
の
つ
く
と
こ
ろ
で
、
お
野
菜
だ
の
お
魚
だ
の
お
肉
だ

の
、
と
い
っ
た
生
鮮
食
品
を
売
っ
て
い
る
の
は
日
本
だ

け
な
ん
で
す
」
（
加
藤
秀
俊
『
「
東
京
」
の
社
会
学
』
）

と
い
う
よ
う
に
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
型
の
デ
パ
ー
ト
が
、
沿

線
の
主
婦
層
を
中
心
的
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
日
常
的

な
買
い
物
の
場
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
発

展
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
こ
れ
も

他
の
国
々
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
デ
パ
ー
ト
の

内
部
に
食
堂
、
美
術
展
な
ど
の
開
催
さ
れ
る
催
し
も
の

場
、
劇
場
、
そ
し
て
屋
上
に
は
小
型
の
遊
園
地
な
ど
の

各
種
施
設
を
設
置
し
て
、
た
ん
な
る
大
型
買
い
物
店
と

い
う
商
業
的
機
能
を
も
っ
た
施
設
と
い
う
以
上
の
総
合

的
機
能
を
有
す
る
施
設
と
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
型
デ
パ
ー
ト
は
、

盛
り
場
の
中
の
盛
り
場
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
と
し

て
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
デ
八
ー

卜
を
中
心
核
と
し
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
型
の
盛
り
場
が
構
成

さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
こ
か
ら
か
っ
て
の

盛
り
場
の
も
っ
て
い
た
異
界
性
、
周
縁
性
が
喪
わ
れ
て

表－1　盛り場･浅草の空間構造
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い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
裏

返
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
都
市
住
民
の
日
常
的
な
生
活

構
造
の
う
ち
に
組
み
こ
ま
れ
、
都
市
の
な
か
で
の
Λ
中

心
性
Ｖ
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

四

″
銀
ブ
ラ
〝
の
魅
力
－
匿
名
性
と
群
れ
の
本
能

　
さ
て
、
盛
り
場
を
機
能
と
い
う
面
か
ら
み
れ
ば
、
そ

れ
は
、
都
市
住
民
の
多
様
な
欲
望
に
対
応
し
た
複
数
の

異
な
る
機
能
空
間
の
複
合
体
と
で
も
規
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
と
え
ば
服
部
銈
二
郎
は
『
盛
り
場
｜
人

間
欲
望
の
原
点
』
の
な
か
で
、
現
代
の
盛
り
場
を
構
成

し
て
い
る
基
本
的
機
能
を
、
①
文
化
的
機
能
（
市
民
ホ
ー

ル
・
美
術
館
・
各
種
学
校
・
市
民
大
学
な
ど
の
施
設
）
、

②
商
業
的
機
能
（
デ
パ
ー
ト
・
ス
ー
パ
ー
・
専
門
店
・

各
店
・
商
業
ま
つ
り
な
ど
）
、
③
外
食
的
機
能
（
レ
ス

ト
ラ
ン
・
食
堂
・
料
理
店
・
割
烹
・
ス
ナ
ッ
ク
な
ど
）
、

④
社
交
的
機
能
（
会
館
・
ホ
テ
ル
・
ク
ラ
ブ
・
喫
茶
店

な
ど
）
、
⑤
レ
ジ
ャ
ー
的
機
能
（
映
画
館
・
劇
場
・
寄

席
・
パ
チ
ン
コ
・
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
）
、
⑥
性
的

享
楽
機
能
（
ラ
ブ
ホ
テ
ル
・
ソ
ー
プ
ラ
ン
ド
・
ス
ト
リ
ッ

プ
劇
場
な
ど
）
と
い
う
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。
以
上

の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
た
各
種
の
施
設
が
集
積
し
、
異

な
る
機
能
空
間
が
複
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
盛
り
場

は
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
職
業
を
問
わ
ず
、
様
々
の
階

層
の
人
々
を
同
時
に
吸
引
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

み
る
、
き
く
楽
し
み
、
飲
み
、
打
ち
、
食
べ
る
楽
し
み
・
・
人

間
の
も
つ
各
種
の
根
源
的
欲
望
に
こ
た
え
ら
れ
る
場
で

あ
る
こ
と
が
、
何
故
多
く
の
人
々
が
盛
り
場
に
群
れ
つ

ど
っ
て
く
る
の
か
、
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
説
明
に
は
な

る
。

　
し
か
し
、
盛
り
場
に
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
的
理
由

を
こ
え
た
も
う
少
し
深
層
的
な
魅
力
と
い
う
も
の
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
よ
う
と
い
う
時
に
、

　
”
銀
ブ
ラ
”
と
い
う
言
葉
が
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
買
い
物
と
い
う
目
的
で
、
飲
食
の
目

的
で
、
あ
る
い
は
観
劇
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
銀
座
へ

や
っ
て
く
る
人
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
”
銀

ブ
ラ
”
と
い
う
言
葉
が
指
示
し
て
い
た
の
は
、
ま
ず
な

に
よ
り
も
と
り
た
て
て
な
ん
の
目
的
も
も
た
ず
に
街
頭

を
そ
ぞ
ろ
歩
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
ル
イ
ス
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
「
都
市
に
は
ま
ず
容
器

よ
り
先
に
磁
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
　
（
『
都
市
と
文

明
』
）
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
池
井
望
が

「
人
は
文
字
通
り
『
人
ご
み
に
酔
う
』
た
め
に
盛
り
場

に
や
っ
て
く
る
」
　
（
「
盛
り
場
行
動
論
｜
空
間
と
娯

楽
」
仲
村
祥
一
編
『
現
代
娯
楽
の
構
造
』
）
と
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
群
衆
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
そ
し
て
群

衆
が
意
識
的
に
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
演
じ
て
い

る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
、
自
分
も
匿
名
の
群
衆
の
一
人

と
し
て
参
加
し
て
い
き
う
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
盛

り
場
に
人
々
を
引
き
つ
け
る
根
源
的
な
理
由
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
現
実
は
と
も
か
く
理
念
的
に
言
え
ば
、
確
か
に
、
人

は
盛
り
場
で
は
匿
名
の
群
衆
の
１
人
と
な
り
う
る
。
第

一
の
生
活
空
間
で
は
、
人
は
○
○
会
社
の
○
○
部
の
部

長
だ
と
か
×
×
会
社
の
×
×
課
の
課
長
だ
と
か
い
う
よ

う
に
、
企
業
組
織
の
中
で
の
特
定
の
地
位
と
役
割
を
、

そ
し
て
第
二
の
生
活
空
間
で
も
、
た
と
え
ば
家
族
の
な

か
で
の
夫
と
し
て
の
、
父
と
し
て
の
地
位
と
役
割
と
を

分
け
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
の
生
活
空

間
で
あ
る
盛
り
場
で
は
、
人
は
匿
名
の
存
在
と
し
て
、

自
己
を
縛
り
つ
け
て
い
る
地
位
と
役
割
の
体
系
、
そ
し

て
そ
れ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
社
会
の
規

範
力
か
ら
一
時
的
に
せ
よ
さ
ま
よ
い
出
る
こ
と
が
で
き

る
。
家
族
の
、
あ
る
い
は
職
場
の
、
と
き
に
は
わ
ず
ら

わ
し
く
思
わ
れ
る
人
間
関
係
か
ら
一
時
的
に
離
脱
し
て
、

通
俗
的
な
言
い
ま
わ
し
と
な
る
が
、
人
は
「
群
衆
の
中

の
孤
独
」
と
な
り
う
る
の
だ
。

　
こ
れ
ま
た
通
俗
的
な
言
葉
だ
が
、
「
都
市
は
人
を
自

由
に
す
る
」
そ
し
て
「
盛
り
場
は
都
市
の
中
の
都
市
で

あ
る
」
と
い
う
よ
く
耳
に
す
る
文
句
も
、
盛
り
場
の
も
っ

て
い
る
こ
の
匿
名
性
の
原
理
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ

る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
こ

そ
、
“
銀
ブ
ラ
“
と
い
う
言
葉
が
、
農
村
に
は
な
い
都

市
生
活
固
有
の
魅
力
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
人
々

の
心
を
と
ら
え
て
い
っ
た
最
も
大
き
な
理
由
が
あ
る
よ
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う
に
思
わ
れ
る
。

　
盛
り
場
の
い
ま
一
つ
の
魅
力
の
源
泉
は
、
「
人
ご
み

に
酔
う
」
と
か
「
雑
踏
こ
そ
盛
り
場
の
魅
力
」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
ヒ
ト
は
群
れ
つ
ど
う
こ
と
に
陶

酔
感
を
感
じ
る
と
い
う
そ
の
集
合
本
能
に
か
か
わ
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
人
々
の
多
様
な
欲
望
を
充
足
さ
せ
る

施
設
が
集
積
し
て
い
る
と
い
う
以
上
に
（
も
ち
ろ
ん
そ

の
こ
と
が
雑
踏
を
う
み
出
す
基
本
的
条
件
で
あ
る
こ
と

も
事
実
だ
が
）
、
そ
こ
に
雑
踏
と
い
う
人
々
の
集
合
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
盛
り
場
の
吸
引
力
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
の
経
験
か
ら
し
て
も
、
た
と
え
ば
ク
リ
ス
マ

ス
・
セ
ー
ル
時
の
デ
パ
ー
ト
で
、
人
ご
み
に
モ
ミ
ク
チ
ャ

に
さ
れ
予
定
ど
お
り
の
買
い
物
も
で
き
な
く
て
、
く
た

く
た
に
な
っ
て
家
に
帰
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
の
ど
も

と
す
ぎ
れ
ば
何
と
や
ら
で
ま
た
同
じ
よ
う
な
結
果
に
な

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
こ
ん
だ
デ
パ
ー
ト
へ
出

か
け
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
行
動
を
く
り
返
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
買
い
物
と
い
う

目
的
と
同
時
に
、
ど
こ
か
に
群
衆
の
中
に
ま
じ
り
あ
い

た
い
と
い
う
無
意
識
の
欲
望
が
働
い
て
い
る
と
い
う
よ

う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
が
”
銀
ブ
ラ
”
に
含
意
さ
れ
て
い
る
「
な
ん

の
目
的
も
も
た
ず
に
」
と
い
う
こ
と
と
つ
な
が
り
あ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

五

”
銀
ブ
ラ
”
の
調
べ
物
－
考
現
学
と
い
う
方
法

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
“
銀
ブ
ラ
”
で
賑
わ
う
関
東
大
震

災
後
の
銀
座
の
地
で
、
考
現
学
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
学

問
が
弧
々
の
声
を
あ
げ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る

民
家
研
究
の
草
分
け
で
、
生
活
の
多
様
な
側
面
に
幅
広

い
関
心
を
も
ち
続
け
た
今
和
次
郎
（
こ
ん
わ
じ
ろ
う
）

と
そ
の
仲
間
が
、
そ
の
頃
急
激
な
変
化
を
見
せ
は
じ
め

て
い
た
都
市
の
生
活
風
俗
を
観
察
・
記
録
し
よ
う
と
し
、

て
産
み
出
し
た
国
産
の
学
問
、
日
本
人
の
「
自
己
認
識
」

の
た
め
の
学
問
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
の
調
べ
物
が
。

“
銀
ブ
ラ
“
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
（
一
九
二

五
年
初
夏
東
京
銀
座
街
風
俗
記
録
）
。

　
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
商
店
の
ウ
イ
ン
ド
ー
を
の
ぞ
く

人
の
割
合
と
か
、
女
性
の
歩
き
方
と
い
っ
た
“
銀
ブ
ラ

“
族
の
行
動
に
関
心
を
よ
せ
る
と
同
時
に
、
図
１
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
の
身
に
ま
と
っ
て
い
る
も

の
一
切
を
、
頭
の
テ
ッ
ペ
ン
（
帽
子
、
髪
形
）
か
ら
足

の
つ
ま
先
（
靴
、
下
駄
、
草
履
）
ま
で
徹
底
的
に
調
べ

あ
げ
、
そ
れ
を
図
示
し
、
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
代
風
俗
の
最
先
端
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ

た
。
つ
づ
い
て
同
じ
よ
う
な
方
法
で
も
っ
て
、
中
小
、

零
細
工
場
と
都
市
ス
ラ
ム
と
が
混
在
す
る
本
所
・
深
川

（
「
本
所
・
深
川
貧
民
窟
附
近
風
俗
採
集
」
二
五
年
）
の
、

そ
し
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
郊
外
住
宅
地
と
し
て
発
展
し

は
じ
め
て
い
た
高
円
寺
（
「
郊
外
風
俗
雑
景
」
二
六
年
）

の
街
頭
風
俗
が
調
べ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
そ
し
て
、
二
七
年
十
月
に
新
宿
の
紀
伊
国
屋
書
店
で

開
か
れ
た
「
し
ら
べ
も
の
展
覧
会
」
に
お
い
て
、
今
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
宣
言
を
行
っ
て
い
る
。
「
こ
の
展
覧
会

は
、
こ
こ
三
年
間
私
達
の
や
っ
た
仕
事
の
展
示
で
す
。

か
か
る
仕
事
を
私
達
は
考
現
学
と
称
し
て
、
考
古
学
で

や
る
方
法
を
現
代
に
適
用
し
て
み
て
い
る
の
で
す
。
即

ち
現
在
眼
前
に
見
る
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
記
録
し
、
そ

の
調
べ
の
方
法
を
ど
う
や
っ
た
ら
い
い
か
に
就
い
て
努

め
て
い
る
次
第
で
す
」
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
考
現
学
は
急
激
に
変
化
し
て
い
く
現

代
生
活
の
調
べ
も
の
の
方
法
と
し
て
、
ま
ず
は
考
古
学

と
の
対
比
の
中
で
構
想
さ
れ
て
い
っ
た
。
考
古
学
が
、

ま
だ
文
字
を
も
た
な
い
歴
史
以
前
の
社
会
と
生
活
を
、

遺
跡
・
遺
物
と
い
っ
た
モ
ノ
の
調
査
を
つ
う
じ
て
明
ら

か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

考
現
学
は
、
新
し
す
ぎ
て
ま
だ
文
字
に
記
録
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
現
在
た
だ
い
ま
を
、
「
眼
前
に
見
る
い
ろ
い

ろ
な
も
の
」
、
つ
ま
り
人
々
の
行
動
や
使
用
し
て
い
る

モ
ノ
を
つ
う
じ
て
解
明
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
誕
生
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
銀
座
調
査
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
盛
り
場
研
究
の
方
法

だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
こ
の
考
現
学
が
、
い
ま
再
び
、
盛
り
場
の
調
べ
も
の

の
方
法
と
し
て
大
き
な
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
今
を
中

心
に
し
て
創
設
さ
れ
た
日
中
生
活
学
会
が
、
巣
鴨
の
と
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げ
ぬ
き
地
蔵
で
行
っ
た
考
現
学
調
査
（
川
添
登
編
著

『
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
原
宿
｜
巣
鴨
と
げ
ぬ
き
地
蔵
の
考

現
学
』
）
、
路
上
観
察
学
会
の
一
連
の
調
べ
も
の
、
そ

し
て
博
報
堂
生
活
総
合
研
究
所
の
タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン

グ
：
と
れ
ら
は
い
ず
れ
も
今
の
考
現
学
の
方
法
を
受
け

つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
現
在
起
こ
り
つ
つ
あ
る
社
会
の

大
き
な
変
化
が
、
再
び
私
た
ち
に
「
自
己
認
識
」
の
必

要
性
を
課
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
一
人
一
人
の
生
活
者
に
と
っ

て
の
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
巣
鴨

調
査
に
参
加
し
た
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
ぼ
く
が
あ
る

市
民
グ
ル
ー
プ
の
た
め
に
作
成
し
た
考
現
学
調
査
の
方

法
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
こ
の
小

稿
の
ま
と
め
に
し
た
い
と
思
う
。

①
－
社
会
地
図
の
作
成

　
第
一
の
方
法
は
社
会
地
図
の
作
成
で
あ
る
。
盛
り
場

を
構
成
す
る
各
種
の
施
設
、
こ
こ
で
は
商
店
を
例
に
あ

げ
れ
ば
そ
の
業
態
・
店
構
え
・
店
名
・
看
板
な
ど
を
地

図
の
上
に
書
き
あ
げ
て
い
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
空
間
の
生
態
を
把
握
し
て
み
よ
う
と
い
う
方
法
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
盛
り
場
の
発
展
の
歴
史
や
現
在
の

空
間
的
特
徴
が
わ
か
る
。

　
演
劇
に
た
と
え
て
言
え
ば
、
大
道
具
や
小
道
具
な
ど

の
舞
台
を
色
彩
る
装
置
群
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

図―1　「1925年初夏東京銀座街風俗記録」の調査項目
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②
一
通
行
人
調
べ

　
第
二
の
方
法
は
「
通
行
人
調
べ
」
で
あ
る
。
盛
り
場

に
集
ま
っ
て
く
る
人
々
の
性
別
、
年
齢
さ
ら
に
は
そ
の

服
装
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
盛
り
場
と
い
う
舞
台

の
上
に
登
場
し
て
く
る
”
俳
優
た
ち
”
の
特
徴
を
つ
か

ま
え
て
み
よ
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
徹
底
し
た
統
計
的
観
察
が
要
求
さ
れ
る
。

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
今
和
次
郎

が
銀
座
調
査
を
行
っ
た
当
時
、
人
々
の
印
象
で
は
銀
座

は
最
新
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
洋
服
を
身
に
ま
と
っ
た

モ
ダ
ン
人
種
の
街
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

徹
底
し
た
統
計
的
観
察
を
行
っ
た
結
果
は
、
図
１
に
も

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
大
人
の
女
性
で
洋
服
着
用
者
は

わ
ず
か
に
１
％
、
ち
ょ
っ
と
見
の
印
象
と
は
全
く
異
な
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る
結
果
が
で
て
き
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
印
象
に
も
と

づ
く
事
実
認
識
の
あ
や
う
さ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
も
徹

底
し
た
統
計
的
観
察
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

③
ｌ
定
点
観
測

　
第
三
の
方
法
は
「
定
点
観
測
」
。
そ
の
盛
り
場
の
特

色
が
よ
く
現
れ
て
い
る
特
定
の
ポ
イ
ン
ト
で
、
そ
こ
で

の
人
々
の
様
子
や
行
動
を
把
握
し
て
み
よ
う
と
い
う
方

法
で
あ
る
。
同
一
ポ
イ
ン
ト
で
時
間
を
あ
け
て
こ
の
定

点
観
測
を
く
り
返
し
て
行
っ
て
い
け
ば
、
時
間
の
経
過

に
と
も
な
う
人
々
の
様
子
や
行
動
の
変
化
が
わ
か
っ
て

く
る
。

④
｜
行
動
追
跡

　
第
四
の
方
法
は
「
行
動
追
跡
」
。
あ
る
特
定
の
人
や

グ
ル
ー
プ
が
、
そ
の
盛
り
場
で
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し

て
い
る
の
か
を
徹
底
的
に
追
跡
し
て
い
っ
て
み
よ
う
と

い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
担
当
者
は
、
い
わ
ば

犯
罪
者
を
尾
行
す
る
探
偵
と
な
る
。

　
定
点
観
測
が
あ
る
特
定
の
場
所
に
集
ま
っ
て
く
る
人
々

の
行
動
を
調
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

追
跡
調
査
は
あ
る
特
定
の
人
が
そ
の
界
隈
で
ど
の
よ
う

な
行
動
を
し
て
い
る
の
か
を
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
第
三
と
第
四
の
方
法
を
ま
た
演
劇
に
た
と
え
れ

ば
、
舞
台
に
登
場
し
た
俳
優
た
ち
（
「
通
行
人
調
べ
」
）

が
、
い
か
な
る
大
道
具
を
背
景
に
、
い
か
な
る
小
道
具

を
用
い
て
（
「
社
会
地
図
」
）
、
ど
の
よ
う
な
演
技
を

見
せ
て
く
れ
る
の
か
、
そ
の
「
演
技
」
を
調
べ
よ
う
と

い
う
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

　
考
現
学
の
方
法
が
こ
の
四
つ
に
か
ぎ
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
四
つ
の
方
法
を
総
合

的
に
実
施
し
て
い
け
ば
、
第
三
の
生
活
空
間
に
お
け
る

私
た
ち
自
身
の
姿
が
ま
ち
が
い
な
く
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
以
下
に
、
こ
の
四
つ
の
調
べ
も
の
の
方
法
の
具
体
的

な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
提
示
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
調
べ
も
の
の
結
果
が
ど
の
よ
う
な
形
で
ま
と
め
ら

れ
る
の
か
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
一
例
と
し
て
、

『
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
原
宿
』
の
中
の
図
を
あ
わ
せ
て
紹

介
し
て
お
き
た
い
。

　
巣
鴨
の
と
げ
ぬ
き
地
蔵
は
、
四
の
日
の
縁
日
の
時
に

は
、
自
分
あ
る
い
は
家
族
の
健
康
を
祈
願
し
よ
う
と
し

て
や
っ
て
く
る
多
数
の
参
詣
人
で
に
ぎ
わ
う
。
そ
の
大

半
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
で
、
彼
女
た
ち
は
お
地
蔵
さ

ん
に
お
詣
り
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
界
隈
に
ず
ら
り
と

並
ん
だ
お
店
や
露
店
で
買
物
を
し
た
り
、
飲
み
喰
い
を

し
た
り
し
て
、
縁
日
の
一
日
を
楽
し
ん
で
い
る
。
こ
の

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
原
宿
」
と
呼
ば
れ
る
高
齢
化
社
会

の
盛
り
場
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
行
わ
れ
た
考
現
学
調

査
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
、
社
会
地
図
、
通
行
人
調
べ
、

定
点
観
測
、
行
動
追
跡
の
四
つ
の
方
法
だ
っ
た
。
こ
こ

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
の
成
果
が
と
て
も
よ
く
現
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
四
つ
の
図
を
あ
げ
て
お
く
。
一
つ

一
つ
に
つ
い
て
は
説
明
し
な
い
が
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
照

ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
、
じ
っ
く
り
と
見
て
い
た
だ
き
た

い
。

　
な
お
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
用
い
て
、
い
く
つ
か
の
市
民
あ
る
い
は
学
生
の
グ
ル
ー

プ
が
、
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド

に
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の
よ
く
遊
ん
で
い
る
盛
り
場

を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
考
現
学
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
間
違
い
な
く
調
査
の
ア
マ
チ
ュ
ア
で
も
で
き

る
調
べ
も
の
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

　
大
事
な
こ
と
は
、
激
し
い
社
会
変
化
の
つ
づ
く
現
代

と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
、
一
人
一
人
の
生
活
者
が
自

分
の
眼
で
自
分
の
生
活
を
見
つ
め
て
い
く
方
法
を
身
に

つ
け
て
い
く
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
が
、
社
会
の
大
き
な

動
き
に
流
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
揺
ぎ
な
い
私
の
拠
点

を
作
り
出
し
て
い
く
た
め
の
出
発
点
に
な
る
。
考
現
学

は
、
そ
の
た
め
の
学
問
の
方
法
の
ひ
と
つ
な
の
だ
。

　
市
民
た
ち
自
身
に
よ
る
考
現
学
の
試
み
が
拡
が
っ
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
も
ら
っ

た
次
第
で
あ
る
。

10調査季報116－93.3



特集・都市の魅力－第三の都市空間①第三の生活空間と都市の魅力

①
社
会
地
図

〔
準
備
す
る
も
の
〕

①
調
査
エ
リ
ア
の
白
地
図
（
住
宅
地
図
な
ど
、
建
物
の

敷
地
が
正
確
に
描
か
れ
た
も
の
を
コ
ピ
ー
し
、
店
名
や

居
住
者
名
な
ど
の
文
字
を
消
し
て
使
用
す
る
と
よ
い
）
。

③
下
敷
、
③
赤
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
（
白
地
図
に
調
べ
も
の

の
結
果
を
記
入
し
て
い
く
た
め
の
も
の
）
④
カ
メ
ラ

　
〔
調
査
の
項
目
〕

①
調
査
範
囲
の
建
物
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
以
下
の
調

査
項
目
を
白
地
図
に
記
入
す
る
。

ａ
、
商
店
の
名
前
お
よ
び
業
態
、
ｂ
、
建
物
の
様
式

（
何
階
建
て
か
、
洋
風
様
式
か
な
ど
）
、
ｃ
、
ち
ょ
っ

と
変
わ
っ
て
い
る
と
思
っ
た
店
に
つ
い
て
は
、
店
構
え

や
看
板
な
ど
の
イ
ラ
ス
ト
で
描
い
た
り
、
写
真
に
と
っ

て
お
く
。

②
客
の
多
く
集
ま
っ
て
い
る
お
店
で
は
、
そ
こ
で
取
り

あ
つ
か
っ
て
い
る
商
品
に
つ
い
て
、
以
下
の
項
目
を
記

録
す
る
。

ａ
、
ど
の
よ
う
な
商
品
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
か
（
商
品

名
と
値
段
：
た
と
え
ば
飲
食
店
だ
っ
た
ら
メ
ニ
ュ
ー
一

覧
を
記
録
し
て
お
く
）
。
ｂ
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
（
商
品

の
並
べ
方
）
や
売
り
文
句
（
は
り
紙
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
な
ど
）
。
ｃ
、
通
り
に
出
て
い
る
露
店
に
つ
い
て
、

①
、
②
の
ａ
、
ｂ
と
同
じ
よ
う
に
、
露
店
の
業
態
・
形

態
・
取
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
商
品
・
呼
び
こ
み
の
仕
方

な
ど
を
記
録
す
る
。
ｄ
、
以
上
の
観
察
と
記
録
と
を
行
っ

て
い
て
気
の
つ
い
た
こ
と
や

印
象
な
ど
を
メ
モ
し
て
お
く
。

〔
調
査
上
の
注
意
点
〕

①
眼
で
見
た
も
の
を
で
き
る

だ
け
正
確
に
記
録
す
る
。
勝

手
な
解
釈
や
価
値
判
断
で
取

捨
選
択
を
し
な
い
。
考
現
学

調
査
の
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は

　
。
正
確
な
記
録
”
に
つ
き
る
。

冷
徹
な
記
録
者
で
あ
っ
て
こ

そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
べ
も
の

を
つ
き
あ
わ
せ
た
時
、
街
の

現
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。

②
何
枚
か
の
白
地
図
を
用
意

し
て
お
い
て
、
調
査
項
目
ご

と
に
情
報
を
別
の
白
地
図
に

記
入
す
る
。

②
通
行
人
調
べ

　
〔
準
備
す
る
も
の
〕

①
記
録
用
紙
（
た
と
え
ば
別

表
の
よ
う
な
ワ
ｌ
ク
シ
ｌ
ト
を
準

備
し
て
お
く
と
よ
い
）
②
筆

記
用
具
・
下
敷
③
カ
メ

ラ

　
〔
調
査
地
点
の
選
定
〕

　
調
査
地
点
を
決
め
る
。
盛

図－２　露店の社会地図

調査季報116－93.3
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特集・都市の魅力－第三の都市空間①第三の生活空間と都市の魅力

り
場
の
場
合
は
、
通
行
人
の
流
れ
が
よ
く
見
渡
せ
る
場

所
、
た
と
え
ば
そ
の
盛
り
場
へ
の
「
入
り
口
」
と
な
っ

て
い
る
場
所
を
調
査
地
点
に
す
る
と
よ
い
。

　
〔
調
査
の
項
目
〕

①
通
行
人
の
属
性
に
っ
い
て
、
以
下
の
調
査
項
目
を
記
録
す
る
。

ａ
、
調
査
地
点
を
通
る
通
行
人
の
性
別
・
年
齢
。
年
齢

は
ひ
と
ま
ず
「
幼
児
」
「
こ
ど
も
（
小
・
中
学
生
）
」
「
高

校
生
以
上
の
若
者
」
「
中
年
」
「
高
齢
者
」
ぐ
ら
い
の
区
分

を
設
け
、
お
お
よ
そ
の
推
測
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
く
。

ｂ
、
連
れ
の
構
成
。
「
一
人
」
「
二
人
」
「
三
人
以
上
の
グ

ル
ー
プ
」
¬
家
族
づ
れ
」
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
構
成
で
歩
い

て
い
る
か
を
調
べ
る
。

②
通
行
人
の
服
装
や
持
ち
物
を
調
べ
る
。

ａ
、
服
装
で
は
、
上
衣
、
下
衣
、
は
き
も
の
な
ど
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
身
に
つ
け
て
い

る
か
を
詳
し
く
記
録
す
る
。

ｂ
、
服
装
や
持
ち
物
調
べ
で
は
、
カ
メ
ラ
や
ビ
デ
オ
も

威
力
を
発
揮
す
る
の
で
、

現
場
で
の
観
察
と
併
用
す

る
と
よ
い
。

　
〔
調
査
上
の
注
意
点
〕

①
一
回
の
調
査
時
間
を
統

一
し
て
お
き
、
調
査
開
始

時
間
と
終
了
時
間
を
必
ず

記
入
す
る
。
こ
う
し
て
お

く
と
、
時
間
帯
を
ず
ら
し

て
調
査
し
た
時
の
比
較
が

で
き
る
。

●通行人調査記録用紙（年齢・性別欄）

図―３　通行人調査の一例
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特集・都市の魅力－第三の都市空間①第三の生活空間と都市の魅力

③
定
点
観
測

〔
準
備
す
る
も
の
〕

①
記
録
用
紙
（
た
と
え
ば
、
別
表
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
を
準
備
し
て
お
く
と
よ
い
）

②
筆
記
用
具
・
下
敷
③
カ
メ
ラ

　
〔
調
査
の
項
目
〕

①
観
察
ポ
イ
ン
ト
に
立
ち
寄
る
人
の
属
性
を
記
録
す
る
。

ａ
、
性
別
・
年
齢

ｂ
、
連
れ
の
構
成

②
観
察
ポ
イ
ン
ト
で
の
行
動
を
記
録
す
る
。
商
店
を
ポ

イ
ン
ト
と
す
る
の
な
ら
ば
、
買
っ
た
も
の
と
そ
の
値
段
、

公
園
の
ベ
ン
チ
や
休
憩
所
な
ら
ば
そ
こ
で
何
を
し
て
い

る
の
か
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
記
録
す
る
。

③
観
察
ポ
イ
ン
ト
で
の
滞
在
時
間
を
記
録
す
る
。

④
観
察
を
し
て
い
て
印
象
に
残
っ
た
こ
と
、
不
思
議
に

思
っ
た
こ
と
な
ど
を
メ
モ
し
て
お
く
。

　
〔
調
査
上
の
注
意
点
〕

①
観
察
ポ
イ
ン
ト
に
立
ち
寄
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、
す

べ
て
記
録
す
る
。

②
一
回
の
調
査
時
間
を
統
一
し
て
お
き
、
調
査
開
始
時

間
と
終
了
時
間
を
必
ず
記
入
す
る
。

③
観
察
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
目

立
た
な
い
所
で
、
あ
る
い
は
そ
の
場
に
と
け
こ
ん
だ
感

じ
で
、
観
察
で
き
る
と
よ
い
。

●定点観察記録用紙

図一４　定点観測の一例
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特集・都市の魅力－第三の都市空間○第三の生活空間と都市の魅力

④
行
動
追
跡

〔
準
備
す
る
も
の
〕

①
調
査
エ
リ
ア
の
地
図
（
社
会
地
図
で
使
用
し
た
も
の
。

た
だ
し
こ
の
場
合
は
地
図
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
店
名

な
ど
の
文
字
を
消
す
必
要
は
な
い
）

②
赤
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
下
敷

　
〔
調
査
の
項
目
〕

①
追
跡
す
る
対
象
を
決
定
し
、
そ
の
年
齢
・
性
別
・
連

れ
の
練
成
・
服
装
・
持
ち
物
な
ど
を
記
録
す
る
。
た
と

え
ば
、
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
一
人
」
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

グ
ル
ー
プ
」
「
老
夫
婦
」
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
付
添
人
」

な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
追
跡
を
し
た
い
対
象
を
決
め

る
。
年
齢
や
連
れ
の
構
成
に
よ
っ
て
街
で
の
ふ
る
ま
い

方
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
追
跡
す
る
対
象
は
、
タ

イ
プ
別
に
選
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

②
あ
る
定
点
か
ら
行
動
追
跡
を
開
始
し
、
調
査
エ
リ
ア

の
中
で
観
察
し
う
る
以
下
の
項
目
を
記
録
す
る
。

ａ
、
行
動
軌
跡
（
ど
こ
を
ど
う
動
い
た
か
）
を
記
録
す

る
（
赤
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
そ
の
動
線
を
地
図
に
記
入
し

て
い
く
）
。

ｂ
、
行
動
内
容
（
ど
こ
で
何
を
し
た
の
か
）
を
記
録
す

る
。
こ
こ
で
は
、
立
ち
寄
っ
た
店
で
買
物
を
し
た
ら
そ

の
品
物
と
値
段
、
手
に
と
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
店
員

と
の
会
話
な
ど
行
動
の
全
て
を
記
録
す
る
。

ｃ
、
滞
在
時
間
（
ど
こ
で
何
を
す
る
の
に
ど
の
く
ら
い

時
間
が
か
か
っ
た
の
か
）
を
記
録
す
る
。
追
跡
中
に
行

行動追跡の一例図―５動
内
容
を
記
録
す
る
た
び
に
、
た
と
え
ば
店
に
入
っ
た

時
間
、
店
を
出
た
時
間
が
何
時
何
分
と
か
い
う
よ
う
に
、

そ
の
時
間
を
記
録
す
る
。

　
〔
調
査
上
の
注
意
点
〕

①
一
つ
の
追
跡
対
象
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
動
軌
跡
・

行
動
内
容
・
滞
在
時
間
の
記
録
は
す
べ
て
一
枚
の
地
図

の
上
に
記
入
す
る
。

②
定
点
観
測
と
同
様
に
、
調
査
対
象
者
に
追
跡
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
気
付
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
気
付
か
れ

て
し
ま
う
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
調
査
対
象
者
た
ち

の
行
動
に
変
容
が
生
じ
て
し
ま
う
危
険
性
が
大
き
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
Λ
実
践
女
子
短
期
大
学
助
教
授
Ｖ
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