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都
市
公
園

江
戸
時
代
の
浮
世
絵
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
水
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

水
の
あ
る
所
に
は
豊
か
な
生
態
系
が
育
ま
れ
、

魅
力
あ
る
場
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
所
に
人
が
集
い
、
名
所
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

現
在
の
都
市
公
園
の
い
く
つ
か
は
、

そ
う
し
た
名
所
の
ル
ー
ツ
を
受
け
継
い
で
い
る
場
所
で
す
。

し
か
し
多
く
の
都
市
公
園
で
は
、

衛
生
と
危
険
防
止
の
観
点
か
ら
水
を
締
め
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

近
代
化
の
過
程
で
減
っ
て
し
ま
っ
た
都
市
の
水
面
は
、

公
園
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

持
続
可
能
な
都
市
像
が
模
索
さ
れ
て
い
る
今
こ
そ
、

都
市
の
水
循
環
を
回
復
す
る
場
を

つ
く
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

水
と
土
と
緑
と
い
う
、
分
ち
難
い
存
在
を
内
包
す
る

都
市
公
園
は
、
そ
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

岐阜県各務原市市民の森
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一人ひとりの物語が潤いを育む

利用者がつくる都市公園

自
分
の
物
語
が
つ
く
れ
る
場
所

公
園
に
は
、
公
園
自
身
の
物
語
が
で

き
な
く
て
は
い
け
な
い
。

と
こ
ろ
が
明
治
以
降
新
設
さ
れ
た
都

市
公
園
に
は
、
物
語
が
な
い
ん
で
す
。

白幡洋三郎
しらはたようざぶろう

日本文化研究センター教授

1949年生まれ。京都大学大学院農学研究科博士課程修了
京大助手などを経て、現職

主な著書に
『百人一首万華鏡』（思文閣出版 2005）

『幕末・維新彩色の京都』（京都新聞出版センター 2004）
『大名庭園』（講談社 1997）

『近代都市公園史の研究～欧化の系譜』（思文閣出版 1995）他

歴
史
も
な
い
。
自
然
の
美
し
さ
は
、

わ
ざ
わ
ざ
人
間
が
作
為
的
に
な
に
か
し

な
く
て
も
、
在
る
だ
け
で
美
し
い
で
し

ょ
う
。
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
に
し
た

っ
て
摩
周
湖
に
し
た
っ
て
、
優
れ
た
自

然
は
そ
れ
だ
け
で
美
し
い
ん
で
す
。
松

島
、
天
橋
立
な
ど
の
風
光
明
媚
な
所
は

名
所
と
呼
ば
れ
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら

は
制
度
と
し
て
自
然
公
園
に
な
り
ま
し

た
。名

所
旧
跡
以
外
に
も
、
日
本
に
は
も

と
も
と
公
園
の
機
能
を
果
た
す
場
所
が

あ
り
ま
し
た
。
芝
や
上
野
に
は
物
語
が

い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
大
人
が
行
っ
て
も

時
間
を
過
ご
せ
る
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。

で
は
、
都
市
公
園
と
は
い
っ
た
い
何

か
。
都
市
公
園
と
は
、
明
治
に
な
っ
て

か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
た
﹁
考
え
方
﹂

で
す
。
そ
こ
か
ら
つ
く
ら
れ
た
公
園
と

い
う
の
は
、
旧
来
と
は
別
の
原
理
で
で

き
た
た
め
に
、
物
語
づ
く
り
、
歴
史
づ

く
り
と
は
違
っ
た
と
こ
ろ
に
軸
足
を
置

い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
都
市
公
園
と

い
う
と
、
第
一
に
日
比
谷
公
園
を
思
い

浮
か
べ
ま
す
が
、
あ
そ
こ
は
首
都
の
中

央
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

他
の
都
市
公
園
と
は
少
し
趣
を
異
に
し

て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
物
語
が
生
ま

れ
に
く
い
都
市
公
園
の
中
に
あ
っ
て
、

日
比
谷
公
園
は
始
め
か
ら
、
焼
き
討
ち

事
件
と
か
戦
勝
記
念
パ
レ
ー
ド
と
か
反

戦
デ
モ
と
か
、
政
治
的
ア
ピ
ー
ル
が
盛

ん
に
行
な
わ
れ
る
場
と
し
て
機
能
し
て
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い
た
ん
で
す
。

公
園
を
つ
く
っ
て
行
政
が
管
理
す
る

と
き
に
、
あ
れ
は
し
ち
ゃ
い
か
ん
、
こ

れ
は
禁
止
、
と
い
う
の
で
は
住
人
の
記

憶
に
残
る
歴
史
の
舞
台
に
は
な
り
得
な

い
で
す
よ
。
ポ
ン
と
広
い
場
所
を
与
え

ら
れ
て
、
盆
踊
り
を
し
た
り
し
て
好
き

に
使
え
る
場
所
の
ほ
う
が
、
親
し
み
が

湧
く
の
で
は
な
い
で
す
か
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
都
市
公
園
は
い

っ
た
い
何
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
の
か
と

い
う
、
問
い
直
し
が
な
さ
れ
て
い
く
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。

都
市
公
園
、
４
つ
の
転
機

最
初
に
問
題
点
ば
か
り
を
挙
げ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
私
は
都
市
公
園
の
歴

史
に
は
、
４
つ
の
転
機
が
あ
っ
た
と
思

っ
て
い
ま
す
。

最
初
の
転
機
は
、
１
８
７
３
年
︵
明

治
６
︶
の
太
政
官
布
達
で
す
。
明
治
政

府
が
公
園
の
制
定
を
宣
言
し
た
も
の
で
、

こ
こ
に
行
政
史
的
な
都
市
公
園
の
第
一

歩
が
始
ま
り
ま
す
。

明
治
維
新
の
と
き
の
公
園
づ
く
り
に

は
、
明
ら
か
に
目
標
が
あ
っ
た
。
﹁
新

時
代
に
、
こ
う
い
う
国
民
が
生
ま
れ
て

ほ
し
い
﹂
と
い
う
政
府
の
目
標
が
反
映

し
て
い
た
わ
け
で
す
。

い
ろ
ん
な
人
が
出
会
い
、
自
然
の
中

で
ゆ
っ
く
り
落
ち
着
い
て
い
ら
れ
る
場

を
、
公
園
の
名
の
下
に
つ
く
ろ
う
と
し

て
い
た
の
で
す
。
ラ
ム
ネ
を
飲
ん
で
も

楽
し
い
し
、
菊
の
花
の
品
評
会
を
見
る

の
も
楽
し
い
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
武

家
と
町
人
が
一
緒
に
な
っ
て
集
う
と
い

う
こ
と
だ
け
で
も
、
江
戸
時
代
と
は
違

う
新
鮮
な
楽
し
み
だ
っ
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の

公
園
は
、
そ
れ
な
り
に
活
況
を
呈
し
て

い
ま
し
た
。

さ
ら
に
公
園
は
、
当
時
最
先
端
の
場

所
で
し
た
。
芝
公
園
に
は
、
紅
葉
館
と

い
う
有
名
な
料
亭
が
あ
り
ま
し
た
。
上

野
公
園
に
は
精
養
軒
、
日
比
谷
公
園
で

す
と
松
本
楼
で
す
。
日
比
谷
公
園
は
、

ビ
フ
テ
キ
な
ど
モ
ダ
ン
な
洋
食
が
食
べ

ら
れ
る
場
所
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な

所
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

当
時
の
公
園
は
、
時
間
が
あ
っ
た
ら

ぜ
ひ
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
、
日
常
生

活
と
は
違
う
体
験
が
で
き
る
魅
力
的
な

場
所
だ
っ
た
ん
で
す
。

次
の
転
機
は
、
１
８
２
３
年
︵
大
正

12
︶
の
関
東
大
震
災
。
こ
の
後
に
つ
く

ら
れ
た
公
園
は
、
大
都
市
を
災
害
か
ら

ど
う
守
る
か
と
い
う
、
防
災
の
目
的
意

識
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
歴
史
や

物
語
と
は
無
関
係
に
、
生
命
を
守
る
と

い
う
役
割
を
果
た
そ
う
と
い
う
、
明
確

な
目
的
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

東
京
で
は
小
学
校
の
校
庭
を
拡
大
し
、

防
災
公
園
と
し
ま
し
た
。
防
災
用
途
に

も
、
学
校
行
事
や
地
域
の
行
事
に
も
使

え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
こ

れ
で
目
的
意
識
が
は
っ
き
り
し
た
都
市

公
園
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

第
三
の
転
機
は
、
戦
後
復
興
で
す
。

当
時
は
み
ん
な
が
貧
し
か
っ
た
わ
け
で
、

﹁
戦
後
少
年
に
、
健
全
な
遊
び
場
を
与
え

た
い
﹂
と
い
う
思
い
が
都
市
公
園
に

求
め
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の
公
園
は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル

︵
現
在
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
運
も
あ

り
ま
す
︶
が
で
き
る
場
所
で
し
た
。
砂

場
、
滑
り
台
、
ブ
ラ
ン
コ
と
い
う
三
種

の
神
器
を
置
い
て
、
小
学
校
高
学
年
〜

中
学
生
向
け
に
は
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の

で
き
る
グ
ラ
ウ
ン
ド
風
な
も
の
を
つ
く

る
。
空
間
を
与
え
た
だ
け
、
た
だ
、
そ

れ
だ
け
で
す
。

オ
ジ
サ
ン
は
み
ん
な
働
い
て
い
て
、

﹁
公
園
に
行
く
オ
ジ
サ
ン
は
失
業
者
﹂

と
い
う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

都
市
公
園
の
機
能
が
非
常
に
若
年
化
し
、

青
少
年
向
け
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
30
年
代
の
歌
謡
曲
に
、
公
園
で

デ
ー
ト
し
て
い
る
ア
ベ
ッ
ク
に
お
巡
り

さ
ん
が
﹁
近
頃
こ
の
辺
り
は
物
騒
だ
か

ら
。
話
の
続
き
は
明
日
に
し
て
帰
り
な

さ
い
﹂
と
い
う
意
味
の
歌
が
あ
る
︵﹃
若

い
お
巡
り
さ
ん
﹄
︶
。
公
園
と
い
う
の
は

子
ど
も
の
場
所
で
、
大
人
が
デ
ー
ト
を

す
る
場
所
で
は
な
い
か
ら
二
人
で
い
た

ら
お
か
し
い
、
﹁
帰
れ
﹂
と
言
わ
れ
る
。

元
気
な
小
中
学
生
の
た
め
に
機
能
を
限

定
し
た
運
動
場
を
つ
く
っ
た
の
が
、
こ

の
時
期
の
都
市
公
園
で
し
ょ
う
。

第
四
の
転
機
は
、
バ
ブ
ル
期
で
す
。

こ
の
時
期
に
つ
く
ら
れ
た
公
園
は
、
犯

罪
の
温
床
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
、
公
園
な
ん
か
行
か
な
く
た
っ

て
、
お
も
し
ろ
い
所
が
他
に
い
っ
ぱ
い

で
き
た
か
ら
で
す
。
デ
ィ
ス
コ
も
生
ま

れ
、
遊
園
地
も
充
実
す
る
。
女
性
の
行

け
る
居
酒
屋
や
バ
ー
も
い
っ
ぱ
い
で
き

ま
し
た
。

余
談
で
す
け
れ
ど
、
戦
後
す
ぐ
の
こ

ろ
は
女
性
が
居
酒
屋
に
行
く
ど
こ
ろ
か
、

外
食
す
る
こ
と
自
体
、
ち
ょ
っ
と
は
ば

か
ら
れ
る
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。
１

９
７
０
年
代
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ

ン
が
で
き
て
、
お
母
さ
ん
は
初
め
て
子

ど
も
と
一
緒
だ
っ
た
ら
外
食
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
外

食
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
お
父
さ
ん
の

独
壇

ど
く
せ
ん

場
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
翌
日
働
く

英
気
を
養
う
た
め
に
、
酒
場
に
集
う
。

ぼ
く
は
中
年
の
オ
ジ
サ
ン
に
と
っ
て
は
、

居
酒
屋
が
公
園
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す

よ
。

東京の日比谷公園、背後のビルは帝国ホテル。
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三
期
が
50
年
で
、
今
が
第
四
期
目
。
こ

う
い
う
風
に
分
け
て
見
つ
め
る
と
、
社

会
的
装
置
と
し
て
の
公
園
の
分
類
が
、

見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

公
園
の
﹁
公
﹂

日
本
で
は
こ
れ
か
ら
公
園
に
限
ら
ず
、

﹁
公
﹂
と
い
う
字
の
つ
く
も
の
の
捉
え

方
が
変
わ
る
と
思
う
ん
で
す
。

例
え
ば
、﹁
公
費
負
担
﹂
と
い
う
と
、

﹁
誰
か
が
出
し
て
く
れ
る
﹂
と
い
う
意
味

で
、
﹁
わ
た
し
は
出
さ
ん
で
い
い
お
金
﹂

の
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
い
う

と
、
公
園
と
い
う
の
は
﹁
自
分
が
責
任

を
持
た
な
く
て
い
い
場
﹂
と
い
う
意
味

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
公
儀
隠
密
と

い
う
言
葉
が
あ
っ
た
く
ら
い
、
公
と
い

う
の
は
お
上
を
指
し
て
い
た
の
で
す
か

ら
。日

本
で
は
、
そ
の
お
上
が
非
常
に
優

秀
な
の
で
、
﹁
お
上
に
任
せ
て
お
け
ば

悪
い
よ
う
に
は
し
な
い
﹂
と
い
う
江
戸

時
代
か
ら
の
長
い
歴
史
が
あ
っ
て
、
公

園
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

一
概
に
﹁
お
上
ま
か
せ
が
悪
い
﹂
と
も

言
え
ま
せ
ん
。

指
定
管
理
者
制
度
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
が
、
住
民
は
指
定
管
理
者
を
、
自
分

た
ち
で
選
ん
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
指
定
さ
れ
た
ほ
う
も
動
き
に
く

い
し
、
い
ま
だ
に
お
上
の
公
園
と
い
う

観
念
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
ま
す
。

私
は
、
公
園
の
ひ
ず
み
は
明
治
維
新

バ
ブ
ル
期
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
オ

ジ
サ
ン
だ
け
で
な
く
、
女
性
も
お
母
さ

ん
も
子
ど
も
も
、
各
年
齢
層
が
遊
べ
る

所
が
他
に
で
き
て
、
家
族
で
公
園
な
ん

か
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
が
﹁
公
園
な
ん
か
い
ら
な
い
﹂
と

中
央
公
論
に
寄
稿
し
た
の
は
、
バ
ブ
ル

の
少
し
前
の
こ
と
で
す
。
公
園
に
は
良

い
公
園
も
悪
い
公
園
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ま
で
は
、
ど
こ
も
そ
れ
な
り
に
活

気
が
あ
っ
て
、
﹁
時
間
が
あ
れ
ば
行
っ

て
み
た
い
﹂
と
思
わ
せ
、
﹁
納
得
で
き

る
﹂
と
い
う
気
に
さ
せ
る
装
置
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
の
こ
ろ
の
公
園

は
、
ど
う
も
よ
そ
よ
そ
し
く
て
、﹁
も
っ

と
他
に
魅
力
的
な
場
所
が
あ
る
の
に
、

わ
ざ
わ
ざ
公
費
を
使
っ
て
整
備
す
る
必

要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
印
象

を
受
け
た
ん
で
す
ね
。
他
の
場
所
よ
り

魅
力
の
あ
る
装
置
を
、
公
園
が
提
示
で

き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
う
し
て
、
都
市
公
園
は
ブ
ル
ー

テ
ン
ト
村
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

﹁
公
園
、
都
市
公
園
が
国
民
に
何
を
提

供
で
き
る
の
か
﹂
と
い
う
根
本
の
疑
問

が
、
バ
ブ
ル
の
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
わ
け

で
す
が
、
そ
の
答
え
は
い
ま
だ
に
模
索

中
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
公
園

社
会
的
な
要
望
と
い
う
の
は
、
位
相

が
違
う
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ

か
ら
の
公
園
と
い
っ
て
も
簡
単
に
は
決

め
ら
れ
ま
せ
ん
。
災
害
に
対
し
て
強
い

防
災
公
園
も
、
今
ま
で
は
避
難
場
所
と

し
て
の
機
能
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
谷
川
全
部
を
公
園
に
し
て
し

ま
う
、
と
い
う
ぐ
ら
い
大
胆
な
発
想
を

持
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
水
害
に
対
し
て
の
治
水
だ
っ
て
防

災
な
の
で
す
か
ら
、
防
災
公
園
と
呼
べ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
清
ら
か

な
水
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
防
災
公

園
と
い
う
も
の
が
発
想
と
し
て
出
て
こ

な
か
っ
た
の
は
、
河
川
管
理
者
と
公
園

の
設
計
者
が
違
う
省
庁
に
属
し
て
い
た

か
ら
で
す
。
管
理
の
分
担
の
仕
方
が
、

ま
だ
明
確
に
出
せ
な
い
た
め
に
、
こ
う

い
う
こ
と
が
実
現
し
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
垣
根
を
取
り
払
っ
た
、
新

し
い
国
土
の
利
用
方
法
を
考
え
て
い
く

の
も
、
こ
れ
か
ら
の
公
園
の
可
能
性
を

広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

以
前
な
ら
パ
チ
ン
コ
屋
が
隣
り
に
あ

る
よ
り
は
、
都
市
公
園
が
あ
る
ほ
う
が

環
境
が
良
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で

す
が
、
最
近
で
は
公
園
否
定
と
ま
で
は

行
き
ま
せ
ん
が
園
内
の
治
安
の
悪
化
な

ど
で
、
多
大
な
期
待
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
こ
れ
か
ら
の
都

市
公
園
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

行
政
は
少
し
距
離
を
置
い
て
、
民
間

や
住
民
に
任
せ
る
、
と
い
う
の
も
選
択

肢
の
一
つ
か
な
、
と
思
っ
て
は
い
ま
す
。

第
一
期
は
約
50
年
、
次
が
25
年
、
第

公園にあるブルーテントを撮影するのに、そこの住人
と少し話をした。「ここにはいろんな人がいて、もう
少し猶予を必要としている人もいるんだ」と言ってい
た。場所が特定できる写真が掲載されると、追い出し
の圧力が高まる場合があるそうだ。 東京・井の頭公園のお茶の水前
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の
と
き
に
、
一
挙
に
民
衆
的
な
公
園
を

つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
走
り
す
ぎ

た
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
。
日
本
で
は

公
園
は
タ
ダ
と
思
っ
て
い
る
の
が
間
違

い
で
、
私
は
入
場
料
を
と
っ
た
ら
い
い

の
に
、
と
も
思
い
ま
す
。

中
国
で
は
、
多
く
の
公
園
が
入
場
料

を
取
り
ま
す
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
夜
間

に
柵
を
閉
め
ま
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
日
本
の
公
園
は
誰

で
も
い
つ
で
も
入
れ
る
よ
う
に
し
て
、

最
高
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
す
る
と
い
う

一
番
の
理
想
を
追
求
し
て
頑
張
っ
た
、

と
も
言
え
ま
す
ね
。

有
料
の
中
国
の
公
園

２
０
０
０
〜
２
０
０
１
年
に
北
京
で

体
験
し
た
公
園
は
日
本
と
は
違
う
も
の

で
し
た
。
公
園
と
い
っ
て
も
、
中
国
の

公
園
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
広
い
。
そ
し
て
、

有
料
の
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

小
さ
な
近
隣
公
園
だ
け
は
タ
ダ
で
し
た

が
、
だ
い
た
い
１
角
か
ら
1.5
元
ぐ
ら
い

で
し
た
。︵
10
角
が
１
元
、
日
本
円
で
約

14
円
︶

中
国
の
都
市
は
今
で
こ
そ
だ
い
ぶ
舗

装
さ
れ
ま
し
た
が
、
埃
が
ひ
ど
く
、
遊

ぶ
所
も
な
い
。
住
環
境
も
劣
悪
な
所
が

多
い
の
で
、
割
と
空
気
の
良
い
の
が
公

園
な
ん
で
す
。
公
園
に
行
く
と
確
か
に

緑
が
あ
っ
て
、
ホ
ッ
と
す
る
。
だ
か
ら
、

み
ん
な
お
金
を
払
っ
て
も
行
く
ん
で
す

ね
。

ち
ょ
っ
と
大
き
い
公
園
だ
と
、
中
に

公
営
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
り
、
公
務
の
接

待
場
み
た
い
な
所
で
す
が
料
理
の
水
準

は
高
い
の
で
、
行
こ
う
と
い
う
人
が
結

構
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
と
、
地
元
の

人
に
は
十
日
分
ぐ
ら
い
の
値
段
で
買
え

る
月
間
パ
ス
や
、
半
年
パ
ス
や
一
年
パ

ス
も
あ
る
そ
う
で
す
。

レ
ス
ト
ラ
ン
以
外
に
も
、
凧
揚
げ
に

来
た
り
、
三
輪
車
に
乗
っ
た
り
、
太
極

拳
を
し
た
り
。
冬
は
ス
ケ
ー
ト
場
も
オ

ー
プ
ン
し
ま
す
。

そ
れ
と
、
結
婚
の
登
記
場
所
が
公
園

の
中
に
あ
り
、
若
い
カ
ッ
プ
ル
が
公
園

に
行
き
ま
す
。
公
園
が
近
代
的
な
行
政

シ
ス
テ
ム
の
出
張
所
と
い
う
感
じ
な
ん

で
す
。
掲
示
板
も
公
園
の
中
。

冬
は
も
の
す
ご
く
寒
い
の
で
、
老
人

は
日
向
ぼ
っ
こ
す
る
し
、
集
ま
っ
て
将

棋
、
囲
碁
、
麻
雀
を
し
て
い
る
。

そ
れ
と
、
よ
く
見
か
け
た
の
は
世
間

話
を
し
な
が
ら
、
鳥
に
鳴
き
声
を
競
わ

せ
合
う
こ
と
。
上
手
に
鳴
く
鳥
の
持
ち

主
は
、
自
慢
し
て
い
ま
し
た
。

習
字
を
し
て
い
る
人
も
い
ま
し
た
ね
。

ス
ポ
ン
ジ
で
で
き
た
長
い
筆
で
、
舗
装

の
ブ
ロ
ッ
ク
に
水
で
書
く
ん
で
す
。
そ

の
達
筆
を
み
ん
な
が
見
に
く
る
か
ら
、

本
人
は
気
持
ち
が
い
い
ん
で
す
。
老
人

福
祉
の
一
種
で
す
ね
。
家
で
じ
っ
と
し

て
い
る
よ
り
は
、
よ
ほ
ど
い
い
。

こ
の
よ
う
に
公
園
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
情
報
交
換
の
核
と
な
っ
て
い
る
ん

で
す
。
何
し
ろ
お
金
を
払
っ
て
も
来
る

ん
だ
か
ら
。﹁
生
き
て
い
る
公
園
だ
﹂
と

思
い
ま
し
た
ね
。

つ
ま
り
、
中
国
も
日
本
も
、
一
番
必

要
な
時
期
に
公
園
を
整
備
し
た
点
で
は

一
緒
だ
け
れ
ど
、
日
本
は
西
洋
一
辺
倒

で
古
来
の
も
の
を
潰
す
方
向
で
進
め
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
点
中
国
で
は
西
洋
風

の
公
園
を
つ
く
っ
た
け
れ
ど
、
そ
こ
で

は
伝
統
の
書
道
や
鳥
の
鳴
き
声
合
わ
せ

も
太
極
拳
も
受
け
入
れ
る
。
中
国
的
な

も
の
と
、
西
洋
的
な
も
の
ど
ち
ら
も
取

り
入
れ
て
上
手
に
や
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
、
有
料
と
い
う
の
は
西
洋
に
は
な
い

制
度
で
、
う
ま
く
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

場
所
に
よ
っ
て
は
、
入
場
料
が
十
数

元
す
る
公
園
も
あ
る
。
そ
こ
は
、
東
京

の
後
楽
園
の
よ
う
な
遊
園
地
で
、
遊
具

や
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
も
あ
り
ま
す
。

他
に
も
、
明
や
清
の
時
代
の
民
家
を
蓮

池
の
回
り
に
配
置
し
た
巨
大
庭
園
、
西

洋
的
な
公
園
、
珍
し
い
石
を
置
い
た
公

園
、
竹
を
集
め
た
公
園
、
碑
文
だ
け
を

並
べ
た
公
園
と
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し

た
。中

国
は
、
今
が
ま
さ
に
﹁
公
園
の
時

代
﹂
な
の
で
し
ょ
う
。

出
会
い
と
交
わ
り

公
園
と
い
う
名
前
で
は
呼
ば
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
﹁
人
が
交
わ
れ
る

場
所
﹂
﹁
出
会
い
が
で
き
る
場
所
﹂
と

い
う
意
味
で
公
園
的
な
場
所
は
江
戸
時

代
中
期
か
ら
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
広

中国杭州市西湖に面した湖渓公園の朝７時



小
路
や
橋
の
た
も
と
な
ど
が
公
共
管
理

で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
で
も
、

そ
こ
は
﹁
入
っ
て
は
い
け
な
い
﹂
と
か

﹁
こ
う
い
う
や
つ
は
来
て
は
い
け
な
い
﹂

と
い
う
排
除
の
場
で
は
な
か
っ
た
。
そ

こ
へ
行
け
ば
幕
府
の
高
札
も
読
め
る
し
、

き
れ
い
な
着
物
を
着
た
お
し
ゃ
れ
な
お

嬢
さ
ん
が
通
る
、
一
番
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ

ブ
ル
な
場
だ
っ
た
の
で
す
。
い
わ
ば
、

自
然
と
成
り
立
っ
て
い
る
公
園
で
す
。

神
社
や
寺
の
境
内
も
、
公
園
の
機
能

を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
も
、
利

用
者
は
黙
っ
て
い
て
も
お
賽
銭
を
出
す
。

つ
ま
り
、
ち
ゃ
ん
と
お
金
が
と
れ
る
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
り
、
境
内
を
掃
き
清
め

る
奉
仕
団
の
人
も
い
る
と
い
う
、
公
園

管
理
と
し
て
は
う
ま
い
仕
組
み
で
す
。

公
費
を
も
ら
わ
な
く
て
も
や
っ
て
い
け

た
わ
け
で
、
こ
れ
が
本
当
の
都
市
公
園

な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
公
園
は
現
代
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ハ
チ
公
前
や
東
大
の
安
田
講
堂

前
は
、
植
え
込
み
な
ど
を
使
っ
て
、
わ

ざ
わ
ざ
人
が
集
ま
れ
な
い
仕
組
み
を
つ

く
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
つ
ま
り
場
所

を
管
理
す
る
側
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
広
ま
る
の
を
不
安
に
感
じ
る
、
不

幸
な
時
代
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
お
金
は
天
か
ら
降
っ
て
く
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
公
園
、
造
園
な

ど
の
専
門
家
は
、
財
源
を
ど
こ
か
ら
持

っ
て
く
る
か
と
い
う
厳
し
い
政
治
家
の

目
を
持
た
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
の
公
園

経
営
は
で
き
な
い
で
す
よ
。

日
本
に
は
、
花
名
所
と
呼
ば
れ
る
公

園
も
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
私
は
花
は

大
好
き
だ
け
ど
、
花
だ
け
を
20
分
見
て

い
る
の
は
し
ん
ど
い
で
す
。﹁
花
よ
り
団

子
﹂
と
い
う
の
は
、
本
当
に
正
直
な
と

こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
に
は
た
く
さ
ん
茶

店
が
あ
り
ま
し
た
。
亀
戸
天
神
の
葛
餅

を
は
じ
め
、
ア
イ
デ
ィ
ア
に
満
ち
た
名

物
を
置
い
て
い
た
の
で
す
。

花
見
に
来
て
い
る
お
ば
さ
ん
を
観
察

す
る
と
、
花
を
見
な
い
で
仲
間
と
し
ゃ

べ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
花
を
ダ
シ
に
し
て
お
し
ゃ
べ
り
を

す
る
。
そ
れ
に
飲
食
も
加
わ
れ
ば
１
時

間
ぐ
ら
い
公
園
で
楽
し
め
て
し
ま
う
し
、

人
づ
き
合
い
が
広
け
れ
ば
、
公
園
に
行

く
頻
度
も
増
え
ま
す
ね
。

水
も
、
か
な
り
長
い
時
間
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

私
は
、
水
は
季
節
ご
と
の
水
が
あ
る

と
い
う
意
味
で
、
花
の
一
種
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
も
四
季
折
々
に
楽
し
め

る
、
四
季
咲
き
の
花
で
す
。
西
洋
で
は
、

た
だ
の
水
で
は
満
足
で
き
な
い
で
噴
水

に
し
ま
す
が
、
日
本
で
は
あ
ん
な
こ
と

ま
で
し
な
く
て
も
、
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と

流
れ
て
い
る
だ
け
で
水
を
花
と
感
じ
ま

す
。
清
流
も
花
。
水
と
い
う
花
を
、
う

ま
く
使
う
の
も
公
園
で
し
ょ
う
。

人
が
水
に
惹
か
れ
る
の
は
確
か
な
ん

で
す
よ
。
水
し
ぶ
き
、
音
、
光
の
き
ら

め
き
。
そ
う
い
う
も
の
を
公
園
の
中
の

装
置
と
し
て
使
い
、
充
分
に
味
わ
い
た

い
と
い
う
要
望
に
応
え
る
必
要
も
あ
り

ま
す
ね
。

金
閣
寺
や
銀
閣
寺
な
ど
、
京
都
に
は

名
園
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
い
に
し
え
の

人
は
池
に
舟
を
浮
か
べ
て
酒
を
飲
み
ま

し
た
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
き
た
都

市
公
園
で
、
飲
食
を
自
己
規
制
し
て
し

ま
っ
た
の
は
、
﹁
文
明
国
の
国
民
は
輪

に
な
っ
て
酒
な
ん
か
飲
ま
な
い
﹂
と
い

う
悪
し
き
勘
違
い
に
因
る
も
の
と
残
念

に
思
い
ま
す
。

名
所
だ
っ
た
王
子
の
滝
の
茶
屋
に
も

多
く
の
外
国
人
が
来
ま
し
た
が
、﹁
日
本

は
公
園
の
よ
う
な
国
だ
﹂
と
書
き
残
し

て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
感
想
を
残
し
た

の
は
、
滝
を
見
な
が
ら
お
茶
屋
で
飲
食

を
す
る
と
い
う
、
花
見
に
も
通
じ
る
楽

し
み
方
に
共
感
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
屋

外
の
使
い
方
を
、
取
り
戻
さ
な
く
て
は

も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
。
公
園
を
使
う

だ
け
で
は
な
く
、
使
う
人
が
公
園
を
つ

く
る
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
を
、

思
い
起
こ
す
こ
と
も
重
要
で
す
。

利
用
者
が
つ
く
る
公
園

か
つ
て
都
市
公
園
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

﹁
無
料
﹂﹁
自
然
﹂﹁
都
市
の
真
ん
中
﹂
で

し
た
。
そ
う
い
う
装
置
は
、
現
代
人
の

心
を
惹
き
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る

ん
で
す
。
き
れ
い
な
自
然
な
ら
車
で
遠

出
す
れ
ば
見
ら
れ
る
時
代
に
、
一
体
ま

ち
中
に
ど
う
い
う
装
置
が
必
要
な
の
か

と
い
う
答
え
が
、
な
か
な
か
出
せ
な
い

8
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で
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
公
園
は
テ
レ
ビ
と
エ
ア

コ
ン
に
負
け
て
い
ま
す
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
に
負
け
て
い
る
と
言
っ
て

も
い
い
。
そ
う
な
る
と
、
大
多
数
の
引

き
こ
も
っ
た
人
間
を
公
園
に
引
っ
張
り

出
す
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

バ
ブ
ル
期
以
降
は
、
遺
跡
を
公
園
化

し
た
り
、
古
い
ま
ち
な
み
を
公
園
の
よ

う
に
保
存
し
て
、
文
化
を
感
じ
さ
せ
る

都
市
公
園
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
も
あ

り
ま
し
た
。
文
化
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し

て
公
園
を
つ
く
る
や
り
方
は
、
旧
・
建

設
省
︵
国
土
交
通
省
︶
が
始
め
に
手
を

つ
け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
は
、
バ
ブ
ル
を
先
取
り
す

る
か
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
国
営

公
園
で
す
。
大
規
模
な
郊
外
型
の
複
合

公
園
と
し
て
、
昭
和
記
念
公
園
︵
東
京

立
川
市
︶
な
ど
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
車
が
な
い
と
非
常
に
行
き
に

く
い
公
園
で
す
。

道
の
駅
と
い
う
の
も
、
公
園
で
す
ね
。

だ
い
た
い
物
流
の
結
節
点
に
で
き
ま
す

か
ら
、
物
語
も
歴
史
的
背
景
も
あ
り
、

名
物
も
あ
る
。

で
は
、
ま
ち
中
の
都
市
公
園
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
大
都
市

に
は
ホ
ー
ム
レ
ス
の
ブ
ル
ー
テ
ン
ト
が

そ
こ
か
し
こ
に
あ
る
せ
い
で
、
敬
遠
さ

れ
て
い
る
公
園
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

し
か
し
私
は
、
も
し
か
し
た
ら
公
園
を

そ
う
い
う
人
々
の
た
め
の
救
貧
公
園
、

い
わ
ば
青
テ
ン
ト
公
園
に
し
て
も
い
い

9 利用者がつくる都市公園
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の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
も
し
て
い

ま
す
。

軽
々
し
く
は
言
え
な
い
の
で
す
が
、

あ
れ
だ
け
の
人
が
公
園
に
集
ま
っ
て
く

る
の
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た

こ
と
で
す
か
ら
真
面
目
な
対
応
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
社
会
の
要

請
に
合
わ
せ
て
、
制
度
を
変
え
る
と
い

う
こ
と
が
、
行
政
の
役
割
と
も
い
え
る

わ
け
で
す
か
ら
。

ま
た
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
都
市

公
園
も
魅
力
が
あ
り
ま
す
ね
。
北
海
道

で
は
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
、
山
形
で
は
芋
煮

会
が
都
市
公
園
で
で
き
た
ら
、
さ
ぞ
か

し
喜
ば
れ
る
で
し
ょ
う
。

京
都
な
ら
、
夏
の
鴨
川
に
床

ゆ
か

が
出
ま

す
。
こ
れ
も
一
種
の
公
園
。
入
場
料
が

１
万
円
ぐ
ら
い
す
る
高
い
﹁
公
園
﹂
で

す
け
れ
ど
。
ま
あ
毎
日
行
く
わ
け
で
は

な
く
、
一
夏
に
一
回
と
か
の
頻
度
で
使

い
ま
す
。
お
金
の
な
い
若
者
は
河
川
敷

を
活
用
し
て
い
る
か
ら
、
鴨
川
の
四
条

あ
た
り
は
年
齢
別
棲
み
分
け
の
河
川
公

園
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
そ
の
場
が
ど
の
よ
う
な
機

能
を
提
供
で
き
る
の
か
、
臨
機
応
変
に

組
み
合
わ
せ
た
公
園
概
念
が
こ
れ
か
ら

必
要
な
の
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
の
機

能
の
一
つ
に
飲
食
の
楽
し
み
を
入
れ
る

の
は
、
都
市
公
園
活
性
化
に
大
い
に
効

果
が
あ
る
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

反
対
に
、
多
く
の
集
客
を
誇
る
テ
ー

マ
パ
ー
ク
は
公
園
な
の
で
し
ょ
う
か
。

入
場
料
が
高
す
ぎ
る
と
﹁
何
度
で
も
利

用
で
き
る
﹂
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
公
園
と

は
呼
べ
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

そ
れ
に
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
決
め
ら

れ
た
メ
ニ
ュ
ー
通
り
と
い
う
こ
と
も
、

公
園
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。

公
園
が
め
ざ
す
べ
き
な
の
は
、
た
と

え
て
言
え
ば
、﹁
毎
日
味
が
違
う
、
お
母

さ
ん
の
晩
ご
飯
﹂
な
ん
で
す
。
フ
ァ
ミ

リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
の
よ
う
に
毎
日
同
じ

味
を
つ
く
れ
る
お
母
さ
ん
が
い
た
ら
、

気
持
ち
悪
い
で
す
よ
。
ど
こ
へ
行
っ
て

も
同
じ
味
の
公
園
は
い
ら
な
い
。
腹
が

立
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
快
適
な
こ
と
も

あ
る
。
そ
う
い
う
場
が
、
一
番
人
間
的

で
快
適
な
ん
で
す
ね
。
公
園
と
い
う
の

は
、
集
ま
る
人
が
つ
く
る
メ
ニ
ュ
ー
で

で
き
あ
が
る
こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
。

そ
う
す
れ
ば
み
ん
な
の
要
求
が
多
様
化

し
て
も
、
充
分
対
応
で
き
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

私
は
都
市
公
園
の
再
生
は
、
水
に
対

す
る
危
険
視
︵
水
辺
を
フ
ェ
ン
ス
で
囲

う
な
ど
︶
と
飲
み
食
い
の
規
制
を
解
く

こ
と
か
ら
手
を
つ
け
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
、
こ
れ
を
や
ら
な
く
て
は

公
園
が
私
た
ち
の
手
に
戻
っ
て
き
ま
せ

ん
。近

代
以
降
、
公
園
は
１
３
０
年
の
歴

史
を
つ
く
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
結
局
、

日
本
人
に
と
っ
て
公
園
が
ど
う
い
う
場

な
の
か
、
明
確
な
答
え
は
ま
だ
出
て
い

な
い
の
で
す
。



造
園
業
の
発
祥

当
社
の
源
流
は
、
１
８
７
２
年
︵
明

治
５
︶
に
葛
飾
区
堀
切
で
植
木
業
を
始

め
た
こ
ろ
に
遡
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
は
、

個
人
邸
の
庭
を
対
象
に
造
園
業
を
営
み

始
め
た
よ
う
で
す
。

現
代
で
は
、
造
園
業
と
植
木
屋
さ
ん

は
同
じ
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

造
園
業
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
型
も

の
を
用
い
る
舗
装
や
建
物
ま
で
も
含
ん

だ
仕
事
を
し
ま
す
。
一
方
、
植
木
屋
は

植
物
だ
け
を
扱
う
ん
で
す
ね
。
当
社
は

植
木
屋
か
ら
始
ま
り
、
造
園
業
に
な
っ

た
と
い
う
わ
け
で
す
。

１
９
５
０
年
に
戦
後
東
京
の
復
興
計

画
の
一
環
と
し
て
、
当
時
の
都
知
事
か

ら
日
比
谷
公
園
に
フ
ラ
ワ
ー
シ
ョ
ッ
プ

を
要
請
さ
れ
て
今
の
日
比
谷
公
園
店
を

出
店
し
て
か
ら
は
、
花
卉
部
門
が
大
き

く
な
り
、
日
比
谷
花
壇
と
い
う
企
業
の

母
体
が
確
立
し
ま
す
。
そ
の
当
時
に
は
、

戦
時
中
も
大
事
に
し
て
い
た
植
木
を
、

戦
後
に
な
り
品
質
の
良
い
貸
し
植
木
と

し
て
帝
国
ホ
テ
ル
な
ど
に
納
め
て
い
た

そ
う
で
す
。

造
園
部
門
が
今
の
よ
う
な
造
園
業
と

し
て
の
形
が
出
来
始
め
た
の
は
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
こ
ろ
か
ら
と
聞
い
て

い
ま
す
。
高
度
成
長
期
に
﹁
都
市
に
緑

を
﹂
と
い
う
要
求
が
高
ま
り
始
め
た
こ

と
か
ら
、
造
園
業
も
産
業
と
し
て
発
展

し
た
の
で
す
。

や
が
て
日
比
谷
花
壇
か
ら
造
園
土
木

部
門
が
独
立
し
て
、
１
９
７
１
年
︵
昭

和
46
︶
に
株
式
会
社
日
比
谷
花
壇
造
園

土
木
︵
現
・
日
比
谷
ア
メ
ニ
ス
︶
を
設

立
し
ま
し
た
。
そ
の
前
年
に
は
、
大
阪

万
国
博
が
開
催
さ
れ
た
時
代
で
す
。

日
本
に
は
そ
れ
ま
で
も
、
石
な
ど
の

自
然
物
を
組
合
わ
せ
て
伝
統
的
な
庭
園

を
つ
く
る
庭
園
業
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
植
木
屋
、
石
屋
、

土
木
屋
と
そ
れ
ぞ
れ
職
分
が
分
か
れ
、

ト
ー
タ
ル
な
造
園
業
と
い
う
仕
事
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
庭
園
の
技
術
と
土

木
の
技
術
が
分
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
こ
は
職
人
の
世
界
で
、
学
問
的
に
整

理
し
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
形
態
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
も
庭
園
は
日
本
に
限
ら
ず
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
が
権
力
者
で
あ
り
、
権
力
者

の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
で
し
た
。

そ
こ
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
持

つ
、
公
共
財
と
し
て
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ

ー
ス
を
つ
く
る
需
要
が
生
じ
て
き
た
の

で
す
。
日
本
で
都
市
公
園
が
で
き
る
に

あ
た
っ
て
は
、
太
政
官
布
達
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
欧
米
の
歴

史
的
背
景
を
持
っ
た
公
園
が
、
日
本
に

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
日
本
人
の
中
に
も
公
園
づ
く

り
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
学
ん
で
く
る
者
が

現
れ
、
世
論
も
高
ま
り
、
造
園
業
が
成

立
す
る
土
壌
が
で
き
た
と
い
う
わ
け
で

す
。
日
比
谷
公
園
の
設
計
を
担
当
し
た

本
多
静
六
さ
ん
な
ど
が
、
造
園
業
の
第
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を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
糸
杉
だ
っ
て
日
本
に
持
っ
て

き
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
太
っ
て
糸
杉
じ
ゃ

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

芝
生
だ
っ
て
、
日
本
で
は
管
理
が
難

し
い
。
温
暖
湿
潤
な
の
で
雑
草
が
生
え

て
く
る
か
ら
、
農
薬
を
使
っ
て
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、
人
が
踏
み
入
っ
た
ら
す
ぐ
に
は

げ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
よ
う
に
芝
生
に
ゴ
ロ
ン
と
し
て
も
ら

え
な
い
の
で
す
。

景
観
は
、
一
種
の
文
化
で
す
。
で
す

か
ら
、
日
本
で
は
和
木
を
使
っ
た
景
観

づ
く
り
を
行
な
い
ま
す
。

街
路
樹
を
見
て
も
、
大
き
く
な
っ
て

葉
が
茂
る
よ
う
な
樹
木
は
、
台
風
の
と

き
に
倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
の
で
葉
を
刈

り
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
実
は
、
根

の
部
分
は
土
が
余
り
な
く
、
余
計
倒
れ

や
す
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち

樹
木
の
専
門
家
か
ら
見
る
と
、
頭
で
っ

か
ち
で
幹
だ
け
太
い
、
不
格
好
な
街
路

樹
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う

大
き
く
育
ち
す
ぎ
た
樹
木
を
公
園
に
植

え
替
え
て
や
る
、
と
い
う
の
も
こ
れ
か

ら
は
大
切
な
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
幹
を
保
護
す
る
た
め
の
幹
巻
き

と
か
シ
ュ
ロ
縄
で
結
ぶ
と
か
、
建
仁
寺

垣
と
か
い
う
技
術
は
日
本
伝
来
の
技
術

を
用
い
ま
す
。
で
す
か
ら
造
園
の
現
場

の
基
本
的
技
術
に
は
、
日
本
の
伝
統
技

術
が
た
く
さ
ん
生
き
て
い
ま
す
。

全
体
計
画
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
計

画
の
概
念
、
造
園
を
支
え
る
の
は
日
本

の
伝
統
技
術
、
と
い
う
状
況
が
今
も
続

い
て
い
ま
す
。

路
地
か
ら
公
園
へ

日
本
の
近
代
的
公
園
第
一
号
は
日
比

谷
公
園
で
、
１
９
０
３
年
︵
明
治
36
︶

に
開
園
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
の
公
園
づ
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一
世
代
だ
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
庭
園
と
公
園
と
で
は
、
歴

史
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
て
、
権
力

者
の
た
め
の
庭
園
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ペ

ー
ス
と
し
て
の
公
園
と
で
は
、
求
め
ら

れ
る
も
の
が
違
っ
て
い
る
の
で
す
。

公
園
は
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
重
視
し

ま
す
。
例
え
ば
、
防
災
公
園
の
場
合
な

ら
避
難
所
と
し
て
の
機
能
が
求
め
ら
れ

ま
す
か
ら
、
ト
イ
レ
、
防
火
用
水
、
ベ

ン
チ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
で
も
日
本
庭

園
に
は
ベ
ン
チ
は
な
い
で
す
よ
ね
。

雨
が
降
っ
た
ら
流
れ
が
で
き
る
よ
う

な
、
自
然
を
模
し
て
つ
く
る
中
に
ア
ー

ト
の
感
覚
を
入
れ
る
の
が
日
本
庭
園
な

ん
で
す
。

都
市
の
水
と
緑

戦
後
は
ま
ず
住
む
と
こ
ろ
を
つ
く
ろ

う
、
道
路
を
つ
く
っ
て
便
利
に
し
よ
う
、

と
い
う
考
え
方
が
優
先
さ
れ
ま
し
た
。

公
園
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
の
は
、
一
歩

遅
れ
て
言
わ
れ
て
き
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
戦
前
は
そ
う
で
は
な
く
、
公

園
は
都
市
計
画
上
、
も
っ
と
高
い
地
位

を
占
め
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
公
園
を
学
ん
で
き
た

人
た
ち
が
、﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
に
は

必
ず
緑
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
公
園

が
あ
る
。
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
用
途
に

使
わ
れ
、
結
果
的
に
は
都
市
の
野
放
図

な
発
展
を
抑
制
し
て
い
る
﹂
と
、
公
園

を
都
市
計
画
の
要
素
と
位
置
づ
け
て
紹

介
し
た
か
ら
で
す
。
そ
の
良
い
例
が
日

比
谷
公
園
や
田
園
都
市
構
想
に
見
ら
れ

ま
す
。
日
本
に
は
そ
れ
ま
で
都
市
計
画

を
造
園
的
に
考
え
る
と
い
う
発
想
は
な

か
っ
た
で
す
か
ら
、
大
切
な
概
念
だ
っ

た
わ
け
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
園
に
は
、
い
く
つ

か
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
に
は
、

イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
王
族
の

庭
園
が
フ
ラ
ン
ス
に
伝
わ
り
、
整
形
式

庭
園
と
い
う
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
に
制
御

さ
れ
た
公
園
を
つ
く
っ
て
き
た
流
れ
で

す
。
自
然
を
制
御
す
る
権
力
の
象
徴
と

し
て
、
水
を
下
か
ら
上
に
噴
き
上
げ
る

こ
と
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
ま
す
し
、
左

右
対
称
に
つ
く
る
と
い
う
こ
と
も
、
自

然
を
制
御
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
整
然
と
整
え
ら
れ
た

庭
の
一
番
奥
に
、
噴
水
は
置
か
れ
た
の

で
す
。

一
方
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
自
然
風
に
オ

ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
つ
く
り
ま
す
。
個

人
の
庭
も
柵
を
つ
く
ら
な
い
で
オ
ー
プ

ン
ガ
ー
デ
ン
に
し
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
は

そ
れ
が
伝
わ
り
、
自
然
の
流
れ
を
生
か

し
た
庭
園
を
つ
く
る
と
い
う
傾
向
に
あ

り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
日
本
の
公
園
づ

く
り
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
か
ら

の
影
響
が
大
き
い
の
で
す
。

日
本
庭
園
は
、
自
然
を
凝
縮
し
た
も

の
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
す
か
ら
、
水
は

上
か
ら
下
に
流
れ
る
の
が
当
然
な
ん
で

す
ね
。
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
庭
園
づ

く
り
の
潮
流
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
も
、

こ
う
し
た
感
性
の
近
さ
ゆ
え
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

水
の
流
れ
は
伝
統
的
な
庭
園
に
と
っ

て
重
要
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
今
で

も
大
変
人
気
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
記
念

公
園
︵
東
京
・
立
川
市
︶
の
﹁
み
ん
な

の
原
っ
ぱ
﹂
の
西
側
に
、
た
だ
水
の
流

れ
が
あ
る
だ
け
で
遊
具
も
何
も
な
い
場

所
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
い
つ
も

子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
水

に
は
﹁
場
﹂
を
つ
く
る
力
が
あ
る
ん
で

す
。
基
本
的
に
、
樹
木
、
水
、
土
と
い

う
の
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
だ
け
で
人

が
集
ま
る
魅
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
多
く
の
児
童
公
園
を
見

る
と
、
水
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

水
は
危
な
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
し
、

清
掃
が
大
変
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。﹁
管
理

が
大
変
だ
か
ら
﹂
と
い
っ
て
水
を
切
り

捨
て
た
こ
と
で
、
使
わ
れ
な
い
公
園
を

生
ん
で
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
公
園
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

す
る
と
き
に
は
、
水
を
も
う
一
回
見
直

す
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

緑
を
支
え
る
日
本
の
伝
統
技
術

日
本
の
場
合
は
、
公
園
の
様
式
を
西

洋
か
ら
学
び
ま
し
た
。
で
も
、
実
際
に

植
え
る
植
物
は
日
本
の
も
の
で
す
。
植

物
は
生
き
も
の
で
す
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
日
本
で
は
植
生
が
違
う
の
は
当
然
で

す
。
日
本
は
四
季
も
あ
り
、
暖
か
い
の

で
す
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
景
観
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く
り
を
勉
強
し
た
本
多
さ
ん
が
、
伝
統

的
な
庭
園
を
つ
く
っ
て
き
た
職
人
た
ち

を
使
っ
て
、
公
共
公
園
を
つ
く
り
ま
し

た
が
、
お
そ
ら
く
、
職
人
さ
ん
に
は
相

当
と
ま
ど
い
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う

ね
。そ

れ
ま
で
、
日
本
に
お
け
る
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
と
い
え
ば
﹁
路
地
﹂
な
ん

で
す
。
長
屋
と
長
屋
の
間
の
小
さ
な
路

地
の
両
脇
に
は
、
植
木
鉢
が
い
っ
ぱ
い

置
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
が
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
で
、
緑
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。
で

す
か
ら
、﹁
公
の
た
め
に
オ
ー
プ
ン
ス
ペ

ー
ス
と
し
て
広
い
場
を
つ
く
る
﹂
と
い

う
発
想
は
職
人
さ
ん
に
は
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

路
地
は
、
住
み
手
個
人
の
も
の
で
も

あ
り
、
何
と
な
く
町
内
の
も
の
で
も
あ

っ
た
わ
け
で
、
そ
う
い
う
場
所
の
緑
は

植
木
屋
さ
ん
が
手
を
入
れ
る
と
い
う
よ

り
は
、
自
分
た
ち
で
手
入
れ
を
し
ま
し

た
。
植
木
屋
さ
ん
は
、
大
き
な
お
屋
敷

の
緑
の
手
入
れ
し
て
い
た
わ
け
で
す
か

ら
ね
。

そ
の
こ
ろ
と
比
べ
る
と
、
オ
ー
プ
ン

ス
ペ
ー
ス
を
求
め
る
世
論
も
変
わ
っ
て

き
て
い
ま
す
。
昔
は
緑
は
ど
こ
に
で
も

あ
っ
た
の
に
、
高
度
成
長
期
に
ま
ず
箱

物
が
次
々
と
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
ビ
ル
が
あ
ち
こ
ち
に
で
き
、

道
路
も
通
し
や
す
い
所
に
ど
ん
と
つ
く

ら
れ
、
道
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
舗
装
さ

れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
で
ふ
と
気
が
つ

く
と
、
緑
が
な
く
な
っ
て
い
た
ん
で
す

ね
。そ

の
影
響
で
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現

象
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
が
、
今
の
現
状
で
す
。
だ
か
ら
、
み

ん
な
昔
あ
っ
た
緑
の
価
値
を
公
園
に
求

め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昔
の
路
地
や
人
々
が
集
ま
る

所
も
な
く
な
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
機

能
も
公
園
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
近
の
公
園
で
は
ス
ペ
ー
ス
と
い
う

意
味
の
﹁
場
所
﹂
を
つ
く
る
の
で
は
な

く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
﹁
場
﹂
を
つ
く

る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
緑

を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
コ
ー
ル

緑
の
﹁
場
﹂
づ
く
り
と
な
り
、
憩
い
の

﹁
場
﹂
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

都
市
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
過
程
に
お

い
て
、
失
わ
れ
て
い
っ
た
﹁
場
﹂
と
い

う
も
の
が
い
か
に
大
切
で
あ
っ
た
か
と

い
う
こ
と
が
、
今
に
な
っ
て
改
め
て
認

識
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

阪
神
淡
路
大
震
災

そ
う
し
た
中
で
、
阪
神
淡
路
大
震
災

１
９
９
５
年
︵
平
成
７
︶
は
公
園
が
さ

ま
ざ
ま
な
機
能
を
発
揮
し
た
と
い
う
点

で
大
き
な
転
機
と
な
り
ま
し
た
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
震
災
時
に
は
公
園

の
常
緑
樹
が
防
火
機
能
を
持
つ
だ
け
で

は
な
く
、
避
難
場
所
と
な
り
ま
し
た
。

緊
急
事
態
の
と
き
に
、
公
園
が
地
域
の

人
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
、

社
会
が
認
識
し
た
大
き
な
き
っ
か
け
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
防
災

機
能
を
持
っ
た
公
園
を
つ
く
ろ
う
と
い

う
動
き
が
始
ま
り
ま
す
。
昔
は
緑
、
憩

い
、
遊
び
場
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て

い
た
公
園
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く

っ
た
り
、
防
災
機
能
を
持
っ
た
り
と
、

い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

不
可
抗
力
の
災
害
に
お
い
て
、
都
市

に
安
全
な
場
所
を
つ
く
っ
て
お
く
。
そ

の
役
割
を
都
市
公
園
が
担
う
と
い
う
発

見
で
す
。
都
市
公
園
に
ど
ん
な
防
災
機

能
が
必
要
な
の
か
研
究
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
側
面
か
ら
も
、
大
き
な

転
換
点
で
し
た
。

防
災
公
園
に
求
め
ら
れ
る
第
一
の
機

能
は
、
水
で
す
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
行
け
ば
必
要
な
情

報
が
わ
か
る
と
い
う
連
絡
網
と
し
て
の

役
割
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
、
阪
神

淡
路
大
震
災
で
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
マ
ン
ホ
ー
ル
の
ふ
た
を
開
け

て
そ
の
上
に
設
置
す
る
簡
易
ト
イ
レ
を
、

も
っ
と
便
利
に
す
る
研
究
も
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
公
園
の
下
に
貯
水
槽
を
つ

く
り
、
そ
れ
が
腐
ら
な
い
よ
う
に
す
る

工
夫
や
、
さ
ら
に
、
テ
ン
ト
を
張
り
や

す
い
遊
具
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
ね
。

例
え
ば
、
ブ
ラ
ン
コ
の
椅
子
を
外
す
と
、

枠
が
テ
ン
ト
を
支
え
る
支
柱
に
な
る
。

そ
う
い
う
視
点
か
ら
昔
の
江
戸
を
見

直
す
と
、
大
き
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

東京の広尾、首都高速の下を流れる古川にかかる一の橋の公園には、地下に貯水
槽が埋め込まれており、そこから溢れた水は隣接した古川に放流されて貯水槽の
水が入れ替わるようになっている。いっせいに放流される水を見に人が集まるよ
うになったが、そのおかげで公園を使う人は汚さないように配慮するようになる
し、治安もよくなった、というお話をうかがったので、早速見学にでかけた。
あいにく一の橋公園は工事中で取材ができなかったが、並びの四の橋では商店街
主催の地元今昔写真展が開催されていた。雨に濡れない首都高速下の橋は、商店
街の延長であり、路地機能が活きている場となっているようだ。
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を
都
市
の
中
に
造
っ
て
こ
な
か
っ
た
時

代
と
い
う
の
は
、
路
地
が
逃
げ
道
に
な

っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
火
消
し

が
家
を
倒
し
て
防
火
線
を
確
保
し
た
わ

け
で
す
が
、
同
じ
機
能
が
現
代
に
も
必

要
と
思
い
ま
す
。
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
を

つ
く
っ
て
お
け
ば
、
そ
こ
で
類
焼
が
防

げ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
そ
う
い
う

考
え
方
が
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
大
緑
地

帯
は
そ
の
機
能
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
そ
う
い
う
都
市
計
画
の

実
効
性
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
高
度

成
長
期
に
は
緑
地
を
削
り
宅
地
化
し
て
、

小
さ
な
児
童
公
園
を
つ
く
る
に
留
ま
り

ま
し
た
。
都
市
計
画
上
の
大
き
な
公
園

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
る
と
、
ま
だ

ま
だ
足
り
な
い
と
思
い
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
交
わ
る
公
園

造
園
と
い
う
の
は
社
会
科
学
で
も
あ

る
の
で
、
そ
の
空
間
を
い
か
に
時
代
に

合
わ
せ
て
使
っ
て
い
た
だ
く
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
ま
す
。
地

域
住
民
が
ど
う
い
う
年
齢
構
成
に
な
っ

て
い
る
か
、
ど
う
い
う
所
得
層
が
あ
っ

て
、
ど
う
い
う
地
区
な
の
か
と
い
っ
た

分
析
を
し
ま
す
。
そ
れ
を
よ
く
考
え
な

い
と
、
昔
あ
っ
た
よ
う
に
滑
り
台
と
砂

場
と
ブ
ラ
ン
コ
が
あ
る
、
と
い
う
ど
こ

で
も
同
じ
よ
う
な
公
園
を
ポ
ン
ポ
ン
ポ

ン
と
つ
く
っ
て
も
、
誰
も
遊
ん
で
い
な

い
児
童
公
園
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

今
の
子
ど
も
は
塾
に
行
っ
て
い
て
、

公
園
な
ん
か
で
遊
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ

も
あ
る
の
で
す
。
い
る
の
は
老
人
だ
っ

た
り
し
ま
す
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
置
い

て
あ
る
も
の
と
果
た
す
べ
き
機
能
と
が

マ
ッ
チ
ン
グ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

植
え
る
樹
木
の
種
類
も
、
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
の
こ
と
ま
で
考
え
て
選
ば
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ち

ゃ
ん
と
考
え
ら
れ
る
、
社
会
の
流
れ
が

わ
か
る
人
材
を
、
公
園
を
つ
く
る
側
に

育
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

建
物
と
い
う
の
は
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

を
し
て
い
て
も
だ
ん
だ
ん
衰
え
て
い
き

ま
す
。
し
か
し
植
木
と
か
公
園
と
い
う

の
は
、
必
ず
周
り
の
人
た
ち
の
思
い
に

よ
っ
て
そ
の
場
所
に
合
っ
た
形
に
育
っ

て
い
く
の
で
す
。

小
山
内
裏
公
園
︵
東
京
都
八
王
子
市
︶

と
い
う
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
西
端
に

位
置
す
る
公
園
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
公

園
を
当
社
が
第
１
回
目
の
指
定
管
理
者

と
し
て
、
今
年
の
３
月
ま
で
運
営
し
て

い
ま
し
た
。

※
指
定
管
理
者
制
度：

２
０
０
３
年
の
地
方
自
治
法

の
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
制
度
。
地
方
公
共
団
体

が
所
有
す
る
公
の
施
設
の
管
理
は
、
そ
れ
ま
で
公
共

団
体
か
第
三
セ
ク
タ
ー
し
か
行
な
え
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
制
度
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
か
ら

「
指
定
管
理
者
」
に
選
ば
れ
れ
ば
、
企
業
、
社
会
福
祉

法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
自
治
会
・
町
内
会
な
ど
で
も
管
理

主
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
指
定

管
理
者
の
裁
量
権
と
責
任
範
囲
は
か
な
り
広
く
、
や

る
気
が
あ
れ
ば
か
な
り
自
由
に
公
の
施
設
を
経
営
で

き
る
。公

園
を
使
う
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い

ろ
な
立
場
の
人
が
い
ま
す
。
こ
の
公
園

は
オ
オ
タ
カ
の
生
息
地
で
あ
り
、
保
護

し
よ
う
と
い
う
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。

植
生
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
人
も
い

ま
す
し
、
も
ち
ろ
ん
遊
び
た
い
人
も
い

る
。
公
園
が
で
き
た
と
き
に
、
周
り
の

人
は
い
ろ
い
ろ
な
使
い
方
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
オ
オ
タ
カ
を
保
護
し
た
い

人
は
、
極
端
に
言
う
と
公
園
を
使
っ
て

も
ら
っ
て
は
困
る
。
都
会
で
は
ド
ッ
グ

ラ
ン
が
流
行
っ
て
い
ま
す
が
、
オ
オ
タ

カ
が
巣
を
つ
く
っ
て
い
る
の
に
犬
を
走

ら
せ
て
は
ま
ず
い
。
で
は
、
犬
を
連
れ

て
く
る
人
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
こ
で
犬

を
遊
ば
せ
る
か
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
わ
け
で
す
。

昔
で
あ
れ
ば
隣
近
所
で
す
か
ら
、
顔

が
わ
か
っ
て
い
ま
す
し
、
ど
こ
の
誰
だ

か
わ
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
遠
慮
も
あ
れ

ば
、
話
し
合
い
も
で
き
る
。
で
も
、
最

近
で
は
公
園
に
来
た
人
が
顔
見
知
り
で

も
な
ん
で
も
な
い
た
め
に
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
が
ほ
と
ん
ど
つ
く

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
対
立
し
て

し
ま
う
ん
で
す
よ
。
仲
介
者
が
間
に
い

な
い
と
、
話
し
合
い
が
ま
と
ま
ら
な
い

事
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

公
園
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が

集
ま
る
場
な
の
で
、
お
互
い
の
意
識
の

違
い
を
認
識
し
あ
っ
て
、
調
整
す
る
の

が
大
事
な
仕
事
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

ま
ず
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す

る
た
め
に
緩
や
か
な
団
体
を
つ
く
り
ま

し
た
。



小
山
内
裏
公
園
に
は
、
１
年
半
の
間

に
４
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
で
き
ま
し

た
。
ワ
ン
ワ
ン
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
、
オ
オ

タ
カ
の
観
察
、
自
然
生
態
系
全
体
を
研

究
し
て
い
る
団
体
、
畑
で
作
物
や
花
を

育
て
る
団
体
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
不
満
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う

が
、
な
ん
と
か
共
存
す
る
糸
口
を
見
つ

け
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

互
い
の
意
見
だ
け
を
主
張
し
て
い
く

と
、
ど
う
し
て
も
そ
の
﹁
場
﹂
が
単
機

能
し
か
果
た
せ
な
い
場
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
管
理
と
い
う
点
だ
け
か
ら
い

え
ば
、
単
機
能
で
あ
る
こ
と
の
ほ
う
が

楽
な
の
で
、
そ
う
な
り
が
ち
な
の
は
否

め
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
囲
い
込
む
と
、

そ
こ
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
人
た
ち
は
、

必
要
と
す
る
機
能
を
求
め
て
公
共
で
な

い
場
所
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

こ
と
は
ト
ラ
ブ
ル
や
不
便
さ
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
周
り
を
見

回
し
て
、
他
に
そ
れ
ほ
ど
オ
ー
プ
ン
ス

ペ
ー
ス
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
の
で
、

公
園
が
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
満
た
す
場

で
あ
る
必
要
性
を
強
く
感
じ
ま
す
。

場
を
ど
う
や
っ
て
使
う
の
が
一
番
い

い
の
か
。

こ
う
し
た
こ
と
は
住
民
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
、
一
番
き
め
細
か
い
対
応
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
造
園
屋
と
い

う
の
は
、
公
園
を
な
ん
の
た
め
に
つ
く

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
学
校

で
も
学
び
、
実
地
で
経
験
を
積
ん
で
き

た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
と
り
方
や
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
の
仕
方
を
知
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
も
適
任
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

小
山
内
裏
公
園
に
は
サ
ン
ク
チ
ュ
ア

リ
︵
聖
域
︶
が
多
い
の
で
、
明
る
く
す

る
と
オ
オ
タ
カ
の
生
息
に
影
響
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
夜
も
足
下
灯
ぐ
ら
い

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
犯
罪

の
心
配
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
犬
を
連
れ

て
い
る
人
に
は
腕
章
を
つ
け
て
も
ら
っ

て
パ
ト
ロ
ー
ル
を
し
て
も
ら
う
よ
う
に

し
ま
し
た
。
こ
う
す
る
と
犬
の
散
歩
も

で
き
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
公
園
管
理
者
と
し
て
行
な

っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
調
整
役
の
仕
事

で
す
。

こ
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式

で
合
意
形
成
し
て
い
く
や
り
方
と
い
う

の
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
に
出
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
の

あ
と
、
１
９
９
５
年
以
降
の
こ
と
の
よ

う
に
思
い
ま
す
。
こ
こ
10
年
で
住
民
の

意
識
も
公
園
の
あ
り
方
も
、
大
き
く
変

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
す
ね
。

公
園
は
自
治
体
が
持
っ
て
い
る
も
の

な
の
で
、
地
域
の
警
察
、
消
防
署
、
学

校
、
管
轄
の
役
所
と
か
に
も
、
話
し
に

い
き
ま
す
。
長
年
そ
の
地
域
で
行
政
を

行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ

に
は
知
恵
の
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
ん
で
す

ね
。
こ
う
い
う
研
究
を
大
学
で
や
っ
て

い
る
か
ら
聞
い
て
み
た
ら
、
と
い
う
よ

う
な
ア
ド
バ
イ
ス
や
紹
介
を
し
て
く
れ

ま
す
。

最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、
公
園
が
地

域
住
民
だ
け
の
場
所
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
オ

オ
タ
カ
も
地
域
住
民
の
た
め
に
そ
こ
に

棲
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
世
界
的

な
生
態
系
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
か

ら
、
保
護
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
地
域

を
越
え
て
い
る
の
で
す
。

育
つ
か
ら
好
き

面
白
い
も
の
で
、
も
と
は
一
緒
の
会

社
で
あ
り
な
が
ら
花
を
小
売
し
て
い
る

日
比
谷
花
壇
の
社
員
と
造
園
を
し
て
い

る
日
比
谷
ア
メ
ニ
ス
の
社
員
と
は
、
性

格
が
違
い
ま
す
。
日
比
谷
花
壇
の
人
た

ち
は
、
花
や
緑
を
使
っ
て
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
し
た
り
、
顧
客
と
の
接
点
を
楽
し
む

志
向
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
造
園
を
志

す
人
間
は
、
樹
木
や
生
き
も
の
そ
の
も

の
が
好
き
な
の
で
す
ね
。
な
ぜ
好
き
か

と
い
う
と
、﹁
育
つ
か
ら
﹂
な
ん
で
す
。

公
園
が
で
き
上
が
っ
た
ば
か
り
の
と

き
は
、
樹
木
が
一
番
弱
っ
て
い
る
と
き

で
す
。
落
葉
し
て
、
剪
定
さ
れ
て
、
棒

の
よ
う
に
な
っ
た
樹
木
が
植
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
決
し
て
見
栄
え
も
よ
く
あ
り

ま
せ
ん
。
最
初
は
そ
の
よ
う
に
殺
風
景

で
す
が
、
数
年
し
て
初
め
て
景
観
を
つ

く
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
気
の

長
い
、
の
ん
び
り
と
し
た
性
格
を
持
っ

て
い
る
、
良
く
も
悪
く
も
真
面
目
な
人
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「入口から入ってすぐのところに、
花壇ではなく畑がある公園も珍しい
でしょ」という、岩田さんご夫妻。
小山内裏公園ができた直後から、夫
妻でボランティアに参加している。
「公園ができてすぐ、トイレなどが
荒らされたことがあって、そのこと
をきっかけにしてみんなで守ってい
こう、という気運が生まれました」
と話してくれた。



間
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
当
社
に

も
大
学
で
造
園
学
を
学
ん
だ
社
員
は
多

い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
は
高
校
時

代
か
ら
造
園
を
学
べ
る
学
部
に
行
こ
う

と
決
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
就
職
す
る

何
年
も
前
か
ら
計
画
し
て
人
生
を
選
ん

だ
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
性
格
で

す
か
ら
、
専
門
性
を
志
向
す
る
人
間
が

多
い
よ
う
で
す
。

日
本
の
都
市
公
園
草
創
期
か
ら
し
ば

ら
く
す
る
と
社
会
の
要
請
の
高
ま
り
に

つ
れ
て
、
大
学
で
造
園
を
専
門
と
す
る

学
部
が
で
き
て
き
ま
し
た
。
造
園
学
と

い
う
も
の
は
、
役
所
の
お
役
人
だ
け
が

知
っ
て
い
れ
ば
い
い
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
気
運
の
高
ま
り
で
し
ょ
う
。
公

園
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
設
計
だ
け
で

は
な
く
維
持
管
理
を
含
め
、
民
間
の
力

が
必
要
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
人
材
を
育
て
る
必
要
性
が
増
し
た
の

で
す
。

日
本
で
造
園
を
や
っ
て
い
る
人
は
、

林
学
系
の
人
と
都
市
計
画
系
の
人
が
い

ま
す
が
、
林
学
か
ら
入
っ
た
人
も
森
林

の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
都
市
計
画
や

造
園
を
学
ん
で
働
い
て
い
く
人
が
増
え

て
い
き
ま
し
た
。
樹
木
を
育
て
る
と
い

っ
て
も
、
自
然
が
多
い
地
方
都
市
で
育

て
る
の
と
は
違
い
、
都
会
の
中
で
育
て

て
い
く
、
と
い
う
特
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
時
代
背
景
と
当
社
が
会
社

と
し
て
大
き
く
な
っ
た
時
代
と
が
、
ち

ょ
う
ど
マ
ッ
チ
し
た
の
で
す
。

日
比
谷
花
壇
時
代
か
ら
造
園
土
木
部

が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
大
学
で
造
園
を

学
ん
だ
人
が
日
比
谷
花
壇
に
入
社
し
て

く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
当
社
は
特
殊
な
人
が
集
ま
っ

て
い
る
会
社
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

都
市
公
園
の
価
値

公
共
財
と
し
て
の
緑
と
い
う
の
は
、

政
治
的
な
予
算
に
左
右
さ
れ
ま
す
か
ら
、

こ
れ
か
ら
大
き
く
増
え
る
こ
と
は
見
込

め
な
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
目
か
ら

見
る
と
、
緑
は
ま
だ
ま
だ
全
然
足
り
な

い
と
思
え
る
の
で
す
が
、
直
接
的
な
経

済
価
値
と
い
う
の
が
認
め
ら
れ
に
く
い

の
で
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

都
市
計
画
も
、
短
期
的
な
ス
パ
ン
で
動

い
て
い
く
の
が
せ
い
ぜ
い
で
す
。
そ
ん

な
中
で
自
分
の
お
金
を
使
っ
て
、
庭
に

花
を
植
え
た
り
飾
っ
た
り
す
る
、
緑
を

愛
す
る
人
に
、
都
市
の
環
境
は
ず
い
ぶ

ん
救
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が

が
減
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
都
市
は
つ
ら

い
状
況
に
な
り
ま
す
ね
。

し
か
し
、
ど
ん
な
緑
が
欲
し
い
か
、

と
い
う
思
い
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し

て
い
る
は
ず
で
す
。
日
比
谷
公
園
は
２

０
０
３
年
に
１
０
０
周
年
を
迎
え
た
と

こ
ろ
で
す
が
、
日
比
谷
公
園
に
１
０
０

年
間
同
じ
思
い
で
機
能
を
要
求
し
て
き

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
な
ん
で
す
。

私
た
ち
は
、
本
当
の
意
味
で
の
世
論
を

捉
え
て
、
要
望
を
か
な
え
て
い
く
と
い

う
仕
事
を
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
子
ど
も
が
遊

ぶ
場
所
だ
っ
た
公
園
が
、
老
人
の
憩
い

の
場
所
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ

か
ら
の
公
園
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
変

っ
て
い
く
柔
軟
性
が
求
め
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。

バ
ブ
ル
の
と
き
に
で
き
た
ミ
ニ
テ
ー

マ
パ
ー
ク
の
よ
う
な
公
園
は
、
お
金
を

か
け
て
遊
具
や
舗
装
で
き
れ
い
に
仕
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
き
れ
い
な

も
の
と
い
う
の
は
、
維
持
管
理
に
お
金

が
か
か
り
ま
す
。
不
景
気
に
な
っ
た
お

か
げ
で
、
そ
う
い
う
公
園
が
破
綻
し
て
、

運
営
を
民
間
企
業
や
地
域
住
民
の
手
に

委
ね
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
、
も
う

一
度
地
域
の
自
治
体
と
住
民
が
協
働
し

て
良
い
公
共
財
と
し
て
の
オ
ー
プ
ン
ス

ペ
ー
ス
に
す
る
よ
う
な
仕
組
み
が
で
き

る
と
い
い
で
す
ね
。

今
ま
で
は
設
計
者
と
施
工
者
と
使
用

者
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
で
き
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
が
、
使
用
者
が
設
計
に
参

加
す
る
こ
と
で
、
本
当
に
求
め
ら
れ
て

い
る
機
能
を
満
た
し
た
公
園
が
増
え
て

い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
造
園
業
を
営
む
も
の
と
し

て
設
計
や
施
工
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た

が
、
今
後
は
使
う
立
場
の
人
た
ち
の
側

に
立
っ
て
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
し
て
い
く
責
任
を
感
じ
て
い

ま
す
。

15 公園は育てるもの

ワンワンパトロールで犬好きの人た
ちの集まりができ、そのことから発
展して2006年の春、ドッグランが
できた。犬連れの人から「ドッグラ
ンはどこですか？」と、何人にも話
しかけられる。晴天に恵まれたこの
日は初めて訪れたという人も多く、
ドッグランは公園の利用率の向上に
ずいぶん貢献したようだ。



16

研
究
と
実
践

20
世
紀
は
、
都
市
が
急
速
に
拡
大
し

た
時
代
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
自
然
が

破
壊
さ
れ
、
多
く
の
緑
地
が
失
わ
れ
て

い
き
ま
し
た
。
私
は
失
わ
れ
た
も
の
を

た
だ
惜
し
む
の
で
は
な
く
、
緑
地
を
確

保
す
る
た
め
の
知
恵
を
理
念
や
計
画
、

政
策
、
財
源
、
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

い
っ
た
多
面
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ

て
浮
き
彫
り
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
と

考
え
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
は
ほ
と
ん

ど
な
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
自

身
、
現
場
で
の
活
動
と
い
う
形
で
実
践

か
ら
入
っ
て
み
て
、
や
は
り
学
術
研
究

の
裏
づ
け
が
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い

う
思
い
を
強
く
し
て
、
20
数
年
を
費
や

し
て
数
多
く
の
都
市
の
事
例
分
析
を
中

心
に
、
学
術
研
究
を
行
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
再
び
実
践
に
携
わ
る
こ
と

で
、
研
究
に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
践
の
確

か
さ
を
実
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

公
園
の
は
じ
ま
り

そ
も
そ
も
今
日
の
﹁
公
園
﹂
に
相
当

す
る
も
の
は
、
江
戸
時
代
か
ら
存
在
し

て
い
ま
し
た
。
花
鳥
風
月
を
愛
で
、
四

季
を
楽
し
む
生
活
ス
タ
イ
ル
は
、
日
本

人
の
暮
ら
し
に
根
ざ
し
た
も
の
だ
っ
た

の
で
す
。
江
戸
で
い
え
ば
、
隅
田
川
の

堤
、
品
川
の
御
殿
山
、
飛
鳥
山
な
ど
が

有
名
で
す
。
ま
た
神
社
仏
閣
は
信
仰
の

対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
庶
民
の
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
も
活
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

明
治
維
新
が
起
こ
り
、
土
地
制
度
が

改
革
さ
れ
た
と
き
に
、
明
治
政
府
は
官

有
地
と
な
っ
た
土
地
を
近
代
的
な
土
地

利
用
に
生
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。

私
が
こ
こ
で
感
心
す
る
の
は
、
欧
米

に
肩
を
並
べ
る
都
市
づ
く
り
を
し
よ
う

と
い
う
気
概
を
持
っ
て
い
た
明
治
政
府

が
、
い
ち
早
く
公
園
制
度
を
導
入
し
た

こ
と
で
す
。
こ
の
と
き
の
太
政
官
布
達

︵
１
８
７
３
年
　
明
治
６
︶
が
な
か
っ

た
ら
、
日
本
の
都
市
に
こ
れ
だ
け
の
緑

地
が
担
保
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
思
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
布
達
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

﹁
三
大
都
市
を
は
じ
め
、
都
市
地
域
に

お
け
る
古
く
か
ら
の
景
勝
地
、
旧
跡
な

ど
は
、
こ
れ
ま
で
﹃
群
衆
遊
観
の
場
所
﹄

と
し
て
親
し
ま
れ
、
か
つ
地
租
を
課
し

て
い
な
い
土
地
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

﹃
永
く
万
人
偕
楽
の
地
﹄
と
す
る
の
に

ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
公
園
と
す
る
た
め
、

各
府
県
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
調
査

を
行
な
い
、
図
面
を
添
え
て
大
蔵
省
に

伺
い
出
る
こ
と
﹂

と
い
う
内
容
で
し
た
。
つ
ま
り
、
古

く
か
ら
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
き
た
社
寺

境
内
や
大
名
屋
敷
な
ど
を
公
園
と
名
づ

け
る
こ
と
に
よ
り
、
近
代
都
市
の
都
市

施
設
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も

石川幹子
いしかわみきこ

慶應義塾大学環境情報学部教授

1976年、ハーヴァード大学デザイン学部大学院卒業
1994年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了

工学院大学建築学科教授を経て現職
主な著書に

『都市と緑地』（岩波書店 2001）他

水路を公園にする夢を描いて

都市に水と緑の回廊をつくる

岐阜県各務原市（かかみがはらし）学びの森　下の写真提供：慶應義塾大学石川幹子研究室



17 都市に水と緑の回廊をつくる

伊
勢
神
宮
で
は
、
前
に
五
十
鈴
川
が

あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
で
み
ん
な
は
禊
ぎ

を
し
て
、
参
拝
す
る
わ
け
で
す
ね
。
各

地
の
城
址
は
、
お
堀
と
一
体
に
な
っ
た

緑
が
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
日
本

で
は
水
と
緑
が
近
代
化
の
過
程
で
切
り

離
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
こ
と
が
、
実
は
大
き
な
課
題
な
ん
で

す
。太

政
官
布
達
で
﹁
公
園
を
届
け
出
し

て
く
だ
さ
い
﹂
と
言
っ
て
い
た
こ
ろ
は
、

水
と
緑
は
一
体
で
し
た
。
広
島
の
厳
島

神
社
は
海
も
山
も
一
緒
で
、
そ
れ
を
ば

ら
ば
ら
に
し
よ
う
と
は
日
本
人
な
ら
誰

も
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
後

に
つ
く
ら
れ
た
公
園
で
は
、
水
が
あ
ま

り
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。そ

の
一
つ
の
理
由
は
、
都
市
内
河
川

が
し
っ
か
り
と
し
た
社
会
資
本
と
し
て

日
本
の
都
市
計
画
の
中
で
は
捉
え
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、
都
市
の
文
化
と

し
て
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

と
い
う
の
は
昔
は
下
水
道
が
整
備
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
生
活
排

水
が
都
市
内
河
川
に
垂
れ
流
さ
れ
て
、

川
が
死
ん
で
い
き
ま
し
た
。
都
市
内
河

川
は
都
市
の
中
で
一
番
汚
い
場
所
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
に

埋
め
ら
れ
た
り
、
道
路
に
な
っ
た
り
、

町
の
裏
側
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
下
水
道
な
ど
の
近
代
的
イ
ン
フ

ラ
が
立
ち
上
が
ら
な
い
内
に
都
市
内
河

の
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
太
政
官
布
達
の
文
章
、
実
に
味

わ
い
深
い
も
の
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

上
か
ら
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分

た
ち
で
調
べ
、
誇
り
と
す
る
場
所
を
選

ん
で
決
め
な
さ
い
と
い
う
内
容
な
の
で

す
。こ

れ
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
公
園

は
、
東
京
で
は
上
野
、
芝
、
浅
草
、
深

川
、
飛
鳥
山
の
五
公
園
、
大
阪
で
は
住

吉
、
四
天
王
寺
、
箕
面
山
、
浜
寺
の
四

公
園
、
奈
良
で
は
奈
良
公
園
、
京
都
で

は
円
山
公
園
、
水
戸
で
は
常
磐
公
園

︵
偕
楽
園
︶、
水
戸
公
園
、
高
松
で
は
栗

林
公
園
、
長
崎
で
は
長
崎
公
園
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
中
で
も
戦
後
の
政
教
分
離
で
、

社
寺
に
返
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ

り
ま
す
。
浅
草
公
園
な
ど
が
そ
の
例
で
、

今
で
は
ま
っ
た
く
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

中
に
は
、
社
寺
に
返
さ
れ
た
後
、
経
営

の
都
合
で
切
り
売
り
さ
れ
て
消
え
て
い

っ
た
公
園
も
あ
り
ま
す
。
日
本
の
近
代

化
百
年
の
光
と
影
が
明
瞭
な
の
が
公
園

な
の
で
す
。

つ
ま
り
い
く
ら
良
い
公
園
が
あ
っ
て
、

制
度
が
あ
っ
て
も
、
地
元
の
人
の
育
て

よ
う
と
い
う
心
と
制
度
と
が
う
ま
く
結

び
つ
い
て
い
な
い
と
、
残
っ
て
い
か
な

い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

公
園
づ
く
り
は
ま
ち
づ
く
り

例
え
ば
、
奈
良
公
園
で
は
東
大
寺
な

ど
の
建
物
を
維
持
す
る
た
め
に
大
き
な

森
を
造
り
、
そ
れ
を
約
千
三
百
年
の
間

管
理
し
て
維
持
し
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。

伊
勢
神
宮
も
同
様
で
、
現
在
の
地
に
で

き
た
の
は
雄
略
天
皇
の
こ
ろ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
20
年
ご
と
に
殿
舎
を
建

て
替
え
る
式
年
遷
宮
が
始
ま
っ
た
の
は

持
統
天
皇
の
時
代
で
す
。
以
来
、
お
宮

を
建
て
替
え
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

20
年
周
期
で
お
宮
が
建
て
替
え
ら
れ
て

も
、
そ
れ
が
千
三
百
年
以
上
も
続
け
ば

伝
統
に
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、
そ
の

場
所
を
守
る
制
度
と
人
々
の
意
思
の
結

果
で
す
。

ま
た
、
弘
前
公
園
︵
青
森
県
︶
の
お

花
見
は
有
名
で
す
し
、
高
遠
城
址
公
園

︵
長
野
県
︶、
高
岡
古
城
公
園
︵
富
山
県
︶

な
ど
、
大
事
に
維
持
さ
れ
て
き
た
公
園

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
公
園
を
つ
く
る
に
は
、

緑
の
文
化
を
持
続
さ
せ
る
仕
組
み
を
い

か
に
内
包
す
る
か
が
問
題
に
な
る
の
で

す
。九

州
の
木
が
北
海
道
で
は
育
た
な
い

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
ふ
さ
わ

し
い
自
然
本
来
の
あ
り
か
た
に
公
園
が

な
っ
て
い
る
か
。
そ
れ
を
支
え
る
人
が

い
る
か
。
社
会
と
し
て
ど
う
い
う
ふ
う

に
公
園
を
支
え
て
い
く
か
と
い
う
、
イ

ン
フ
ラ
と
し
て
の
仕
組
み
。
つ
ま
り
こ

の
３
つ
が
都
市
の
公
の
園
と
し
て
の
公

園
づ
く
り
に
必
要
な
要
件
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

世
界
の
都
市
に
目
を
転
じ
る
と
、
素

晴
ら
し
い
水
と
緑
の
公
園
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
ね
。
社
会
的
共
通
資
本
と
し

て
、
水
と
緑
の
財
産
を
持
っ
て
い
る
ま

ち
は
、
し
っ
か
り
と
財
源
を
担
保
し
て

き
た
ま
ち
で
す
。
方
法
は
都
市
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
た
だ
、
財
源
の
担
保

の
な
い
所
に
い
い
公
園
は
で
き
て
い
ま

せ
ん
。

良
い
公
園
と
ま
ち
を
つ
く
る
の
に
、

何
よ
り
も
大
事
な
の
は
理
想
で
す
。
ど

う
い
う
ま
ち
に
し
た
い
か
、
ど
う
い
う

暮
ら
し
に
し
た
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と

を
次
の
世
代
に
託
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

水
と
緑
を
育
て
る
に
は
、
自
分
の
代
だ

け
で
は
無
理
で
す
か
ら
ね
。

二
番
目
は
、
法
律
や
制
度
と
い
っ
た
、

実
現
す
る
た
め
の
社
会
シ
ス
テ
ム
。

三
番
目
は
人
で
す
ね
。

そ
し
て
、
四
番
目
が
財
源
。

で
も
、
こ
の
財
源
が
し
っ
か
り
し
て

い
な
い
と
、
い
く
ら
理
想
が
良
く
て
も

実
現
で
き
ま
せ
ん
。
公
園
と
ま
ち
づ
く

り
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
水
や
緑
の
公
園
﹁
で
﹂

ま
ち
を
つ
く
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
ち
づ
く
り
そ
の
も
の
が
、
水
と
緑
の

イ
ン
フ
ラ
づ
く
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
上

に
ま
ち
づ
く
り
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に

発
想
を
転
換
し
な
い
と
、
良
い
ま
ち
は

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
、

実
践
し
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

パ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
つ
な
ぐ

良
い
公
園
は
、
本
来
は
緑
だ
け
で
は

な
く
水
と
一
体
と
な
り
、
地
域
に
根
差

し
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ

と
に
、
水
と
緑
が
一
体
と
な
り
、
う
ま

く
動
い
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、

日
本
の
公
園
が
近
代
化
す
る
際
の
特
徴

で
す
。

岐阜県各務原市　那加福祉センター
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な
感
じ
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
ア
ー
バ

ン
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い

い
と
思
い
ま
す
が
、
都
会
も
郊
外
も
お

し
ゃ
れ
で
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
の

も
と
、
緑
を
切
り
取
っ
て
、
ス
ポ
ー
ツ

施
設
や
レ
ジ
ャ
ー
施
設
を
つ
く
る
と
い

う
時
代
で
し
た
。

私
自
身
も
１
９
９
０
年
代
に
、
お
台

場
の
海
浜
公
園
や
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
の
設

計
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
の
こ
ろ
は
、
都
市
博
︵
１
９
９
６
年

に
東
京
海
浜
部
で
開
催
が
計
画
さ
れ
て

い
た
が
、
反
対
を
公
約
し
た
青
島
幸
男

氏
の
都
知
事
当
選
に
よ
り
１
９
９
５
年

に
開
催
が
中
止
さ
れ
た
︶
開
催
の
計
画

な
ど
も
あ
り
、
ア
ー
バ
ン
デ
ザ
イ
ン
的

に
舗
装
し
て
、
木
を
植
え
、
並
木
を
つ

く
り
ま
し
た
。
し
か
し
照
り
返
し
が
強

く
て
、
木
が
う
ま
く
育
ち
ま
せ
ん
で
し

た
。
ペ
ー
ブ
メ
ン
ト
は
立
派
な
ん
で
す

け
ど
。
結
局
、
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を
こ
こ

10
年
の
間
に
緑
の
深
い
も
の
に
変
え
ま

し
た
。
自
治
体
も
水
と
緑
の
空
間
を
少

し
ず
つ
増
や
し
て
い
く
し
か
な
い
と
い

う
こ
と
に
、
よ
う
や
く
気
が
つ
い
た
わ

け
で
す
。

で
も
設
計
し
た
当
時
は
、﹁
照
り
返
し

で
木
が
も
た
な
い
﹂
と
は
、
誰
も
想
像

が
つ
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
金

を
か
け
て
つ
く
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の

と
き
は
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、
木
は
正
直
で
す
か
ら
ね
。

水
と
緑
を
つ
く
る
こ
と
と
、
建
築
と

の
一
番
大
き
な
違
い
は
何
で
し
ょ
う
か
。

川
が
排
水
路
化
し
て
し
ま
い
、
川
、
本

来
の
社
会
資
本
と
し
て
の
価
値
が
消
え

て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
最
大

の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
、
下
水
道
が
１
０
０
パ

ー
セ
ン
ト
近
く
ま
で
普
及
す
る
よ
う
に

な
り
、
や
っ
と
川
を
復
活
さ
せ
ら
れ
る

可
能
性
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

市
民
も
よ
う
や
く
、
都
市
内
河
川
を
ど

う
す
る
か
に
つ
い
て
気
が
つ
い
て
き
た

の
で
す
。
公
園
な
ど
の
社
会
的
な
ス
ト

ッ
ク
を
取
り
戻
す
条
件
が
、
１
０
０
年

か
か
っ
て
、
や
っ
と
そ
ろ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

そ
こ
で
私
は
、
パ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と

い
う
言
葉
で
、
水
と
緑
を
都
市
に
取
り

戻
そ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

パ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
、
19

世
紀
の
中
ご
ろ
に
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ

た
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
緑
地
︵
公
園
、

河
川
、
湖
沼
、
都
市
林
等
を
含
む
︶
と

並
木
の
あ
る
広
幅
員
街
路
︵
パ
ー
ク
ウ

ェ
イ
、
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
︶
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
都
市
形
成
の
基
盤
と
し
て
導

入
す
る
手
法
で
、
当
時
は
新
し
い
響
き

が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
今
、
日
本

で
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
﹁
水
と
緑

の
回
廊
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
実
際
の
ま
ち

づ
く
り
に
応
用
し
実
践
し
て
い
ま
す
。

財
源
の
確
立
が
必
須

で
は
、
都
市
計
画
を
つ
く
る
と
き
に
、

都
市
内
河
川
の
よ
う
な
水
の
場
を
社
会

的
な
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
見
な
か
っ
た
の

は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
き
ま
す
。

も
っ
と
も
影
響
し
た
の
が
、
財
源
の

問
題
で
す
。

例
え
ば
、
都
市
計
画
で
道
路
を
つ
く

る
と
き
に
土
地
が
な
い
と
し
ま
す
。
川

は
本
来
蛇
行
し
て
流
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
を
真
っ
直
ぐ
に
し
て
効
率
よ
く
流

す
と
、
余
分
な
土
地
が
出
ま
す
。
そ
の

土
地
を
売
り
払
っ
て
、
都
市
計
画
の
財

源
に
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
都
市
計
画
や
ま
ち
づ
く
り

に
対
し
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
財
源
を

築
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
解

決
の
た
め
に
、
日
本
の
場
合
は
、
川
と

い
う
社
会
的
共
通
資
本
に
し
わ
寄
せ
が

い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
も
一
級
河
川

で
は
な
い
、
都
市
の
中
で
生
活
に
密
着

し
た
都
市
内
河
川
に
で
す
。

で
す
か
ら
、
私
は
い
つ
も
水
と
緑
を

考
え
る
と
き
、
理
念
と
そ
れ
を
支
え
る

法
律
や
政
策
だ
け
で
は
な
く
、
財
源
を

と
て
も
重
要
視
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

抜
き
に
し
て
は
何
も
語
れ
な
い
か
ら
で

す
。

ア
ー
バ
ン
デ
ザ
イ
ン
か
ら

生
き
も
の
の
場
へ

公
園
に
求
め
ら
れ
る
期
待
も
、
時
代

に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

高
度
成
長
の
こ
ろ
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
や
ア
メ
ニ
テ
ィ
な
ど
、
お
し
ゃ
れ
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そ
れ
は
、
私
た
ち
が
相
手
に
す
る
の

は
、
生
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

す
べ
て
そ
こ
に
い
き
つ
く
わ
け
で
、
人

間
だ
け
で
は
な
く
、
命
を
育
む
ま
ち
が

い
い
と
い
う
こ
と
に
、
時
代
が
変
わ
る

こ
と
で
よ
う
や
く
気
が
つ
い
て
き
た
の

で
す
。

で
す
か
ら
、
公
園
に
求
め
る
価
値
が

変
わ
っ
て
き
た
と
同
時
に
、
現
在
は
そ

れ
ほ
ど
ま
で
に
殺
伐
と
し
た
都
市
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
す
か
。
昔
は
、
ち
ょ
っ
と
田
舎
に
行

け
ば
ホ
タ
ル
も
飛
ん
で
い
た
し
、
ザ
リ

ガ
ニ
も
い
ま
し
た
。
決
し
て
珍
し
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
生
物
多
様

性
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

い
ま
す
か
、
川
で
も
、
そ
こ
に
生
き
も

の
が
い
る
と
い
う
こ
と
に
目
線
が
移
っ

て
き
て
い
ま
す
。

公
園
と
い
う
既
成
概
念

公
園
が
矮
小
化
さ
れ
た
の
は
、
戦
後

の
ち
ょ
っ
と
の
間
だ
け
で
す
。
戦
災
都

市
が
54
カ
所
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
当
時
は
非
常
事
態
で
あ
っ
て
復
興

が
優
先
さ
れ
た
こ
と
は
仕
方
が
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
自
分
た
ち
の
足
下
を
見
る

時
代
に
よ
う
や
く
立
ち
返
っ
た
今
、
先

人
の
苦
労
を
受
け
止
め
て
、
私
た
ち
は

何
を
す
る
べ
き
な
の
か
真
剣
に
考
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

規
制
緩
和
が
進
ん
で
、
容
積
率
が
大

幅
に
拡
大
さ
れ
、
超
高
層
ビ
ル
も
建
つ

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
市
場
経
済

で
良
く
な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
ま

ち
と
い
う
の
は
片
手
に
公
共
の
福
祉
が
、

常
に
厳
然
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
公
共
の
福
祉
が
き
ち
ん
と

機
能
し
な
い
と
、
ま
ち
は
人
間
的
な
生

き
た
空
間
と
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え

る
と
、
現
在
の
規
制
緩
和
は
き
わ
め
て

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
偏
っ
た
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

で
は
、
そ
の
た
め
の
財
源
を
ど
の
よ

う
に
確
保
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
や
エ
メ

ラ
ル
ド
・
ネ
ッ
ク
レ
ス
と
呼
ば
れ
る
ボ

ス
ト
ン
の
パ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ

れ
ら
は
開
発
利
益
の
地
域
還
元
と
い
う

形
で
緑
地
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

ボ
ス
ト
ン
の
場
合
で
す
と
、
今
、
も

っ
と
も
お
洒
落
な
ま
ち
が
バ
ッ
ク
ベ
イ

と
呼
ば
れ
る
地
区
で
す
。
こ
こ
は
、
も

と
も
と
二
束
三
文
の
湿
地
で
し
た
。
そ

こ
に
世
界
で
初
め
て
の
第
三
セ
ク
タ
ー

を
つ
く
っ
て
、
埋
め
立
て
を
し
な
が
ら
、

並
木
道
と
水
辺
に
市
民
が
近
寄
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い

き
ま
し
た
。

公
園
化
さ
れ
る
と
、
湿
地
が
い
い
水

辺
環
境
と
な
り
、
地
価
が
値
上
が
り
し

ま
し
た
。
普
通
、
そ
の
利
益
は
開
発
当

事
者
の
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
自
分
の
懐
に

入
れ
る
わ
け
で
す
が
、
地
価
の
増
加
分

を
土
地
増
価
税
と
い
う
形
で
公
共
に
還

元
し
、
そ
の
お
金
を
水
辺
と
緑
へ
の
公

共
投
資
に
充
当
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

今
の
日
本
の
例
で
い
う
と
、
丸
の
内

で
は
今
ま
で
８
０
０
％
だ
っ
た
容
積
率

が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
て
１
３
０
０
％
に

な
り
ま
し
た
。
５
０
０
％
の
増
加
で
す

か
ら
、
地
面
の
５
倍
分
で
す
。
そ
の
増

加
地
価
分
︵
容
積
ボ
ー
ナ
ス
︶
の
分
配

が
、
社
会
的
に
公
平
な
か
た
ち
で
な
さ

れ
て
い
る
か
、
現
状
で
は
不
透
明
で
す
。

容
積
ボ
ー
ナ
ス
と
い
う
の
は
オ
ー
プ
ン

な
シ
ス
テ
ム
で
し
か
る
べ
く
公
共
投
資

に
還
元
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

こ
う
し
た
容
積
率
の
割
増
分
の
開
発

利
益
、
つ
ま
り
自
分
が
額
に
汗
し
て
働

い
て
得
た
収
入
で
は
な
い
収
入
、
都
市

計
画
の
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
突

然
生
ま
れ
た
収
入
、
そ
れ
を
ど
う
公
共

に
還
元
す
る
か
と
い
う
仕
組
み
を
社
会

的
に
立
ち
上
げ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

う
ま
く
い
っ
て
い
る
ま
ち
と
い
う
の

は
、
利
益
を
得
る
こ
と
と
そ
れ
が
還
元

さ
れ
る
こ
と
が
、
き
ち
ん
と
循
環
し
て

い
ま
す
。
再
び
ボ
ス
ト
ン
の
事
例
で
す

が
、
広
域
圏
の
緑
地
を
広
域
パ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
と
し
て
担
保
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
ボ
ス
ト
ン
が
繁
栄
す
る
た
め
に
は

水
が
い
る
。
水
は
山
か
ら
来
る
。
山
の

森
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
ボ
ス
ト
ン
の
ま

ち
は
立
ち
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
一
元
的

に
見
た
ら
、
人
が
あ
ま
り
住
ん
で
い
な

い
山
や
農
家
に
お
金
を
出
し
て
、
森
を

守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か

疑
問
が
出
る
の
は
当
然
で
す
。
そ
の
た

写真３点とも岐阜県各務原市新境川
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め
に
広
域
協
議
会
を
つ
く
っ
て
、
ボ
ス

ト
ン
の
人
が
お
金
を
出
し
て
、
森
を
買

っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
自
分
た
ち
の

必
要
な
水
の
イ
ン
フ
ラ
は
、
自
分
た
ち

で
お
金
を
出
し
合
っ
て
買
う
こ
と
で
守

っ
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
仕
組
み
は
21
世
紀
に
な
っ

た
今
で
も
大
い
に
参
考
に
な
り
ま
す
。

日
本
の
経
済
の
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
動
い

て
い
る
場
所
か
ら
産
出
さ
れ
る
利
益
が
、

公
平
な
形
で
分
配
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

首
都
圏
を
支
え
て
い
る
例
え
ば
利
根
川

や
多
く
の
農
地
、
そ
う
い
う
所
に
資
金

が
環
流
す
る
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
で

す
。言

い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
開
発
利

益
を
社
会
的
共
通
資
本
に
投
資
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
。

※
社
会
的
共
通
資
本
と
は
経
済
学
者
の
宇
沢
弘
文

が
使
い
始
め
た
言
葉
。
一
つ
の
国
な
い
し
特
定
の
地

域
に
住
む
す
べ
て
の
人
々
が
、
豊
か
な
経
済
生
活
を

営
み
、
優
れ
て
文
化
を
展
開
し
、
人
間
的
に
魅
力
あ

る
社
会
を
持
続
的
、
安
定
的
に
維
持
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
よ
う
な
社
会
的
装
置
を
意
味
す
る
。
社
会

的
共
通
資
本
は
、
た
と
え
私
有
な
い
し
は
私
的
管
理

が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
稀
少
資
源
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
共
通
の

財
産
と
し
て
、
社
会
的
な
基
準
に
し
た
が
っ
て
管
理
、

運
営
さ
れ
る
。

う
ま
く
い
っ
て
い
る
ま
ち
で
は
、
そ

う
い
う
社
会
的
共
通
資
本
を
つ
く
っ
て

き
ま
し
た
。
例
え
ば
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
で

は
﹁
公
園
と
公
園
道
路
税
﹂
と
い
う
目

的
税
を
つ
く
り
、
自
分
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
に
対
し
て
税
金
を
払
い
、
そ
れ
で
並

木
道
や
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
沿
い
の
斜
面

緑
地
を
保
全
す
る
こ
と
に
使
わ
れ
て
き

ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
﹁
水
や
緑
の
公
園
で
ま

ち
を
つ
く
る
よ
う
に
な
る
﹂
と
申
し
上

げ
た
よ
う
に
、
ま
ち
全
体
、
生
活
の
場

全
体
が
公
園
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と

で
、
縦
割
り
の
所
管
や
税
体
制
ま
で
を

も
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

み
ん
な
の
公
園
へ

こ
こ
で
、
最
初
に
申
し
あ
げ
た
﹁
公

共
性
が
問
題
だ
﹂
と
い
う
答
え
に
な
り

ま
す
。

公
共
性
が
日
本
で
は
問
題
に
な
る
の

で
す
が
、
明
治
以
来
﹁
公
は
お
上
が
つ

く
る
も
の
﹂
と
い
う
形
で
き
て
し
ま
っ

た
の
で
、
自
分
た
ち
が
工
夫
し
て
公
共

の
空
間
を
つ
く
る
と
い
う
発
想
や
仕
組

み
が
育
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
こ
れ
か
ら
の
都
市
公
園
は
、
公

と
い
う
考
え
方
を
抜
本
的
に
変
え
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
﹁
不
特
定
多

数
の
人
た
ち
が
共
有
す
る
空
間
が
公
共

の
空
間
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
方
に
な

ら
な
い
と
、
い
い
も
の
が
で
き
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
呼
応
す
る
動
き
を
、
私
が
今
、

携
わ
っ
て
い
る
岐
阜
県
各
務
原
市
の
現

場
で
も
実
感
し
て
い
ま
す
。
こ
の
岐
阜

県
各
務
原
市
の
ケ
ー
ス
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
、
地
域
を
背
景
に

し
た
市
民
の
力
は
す
ご
い
。
自
分
の
身

近
な
環
境
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
生
活

の
実
感
と
、
地
球
規
模
の
出
来
事
と
が

矛
盾
無
く
同
じ
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
載
る

と
い
う
こ
と
が
地
域
貢
献
な
ん
で
す
ね
。

私
も
い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
を
見
て
き
ま

し
た
が
、
各
務
原
の
皆
さ
ん
は
、﹁
ど
う

し
て
こ
こ
ま
で
熱
く
な
れ
る
の
だ
ろ
う
﹂

と
思
う
ぐ
ら
い
、
高
い
意
識
を
持
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
活
動
の
場
所
さ
え
あ
れ

ば
、
人
は
い
る
ん
だ
、
と
い
う
手
応
え

を
感
じ
ま
し
た
ね
。

ど
ん
な
ま
ち
で
も
、
計
画
が
な
い
ま

ち
は
駄
目
な
ん
で
す
。
今
は
計
画
を
軽

視
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
理
念
を

形
に
し
た
も
の
が
本
来
の
意
味
で
い
う

計
画
な
ん
で
す
。
ど
こ
を
目
指
し
て
い

く
の
か
目
標
が
わ
か
ら
な
い
限
り
実
現

は
無
理
、
と
い
う
の
が
真
実
で
す
。
遠

い
目
線
つ
ま
り
長
期
的
な
計
画
、
か
つ

柔
軟
な
計
画
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

各
務
原
市
の
森
市
長
さ
ん
に
も
﹁
こ

れ
か
ら
は
住
民
主
導
で
な
い
と
ま
ち
は

動
き
ま
せ
ん
か
ら
、
現
場
主
義
で
い
き

ま
し
ょ
う
﹂
と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
方

針
を
愚
直
に
守
り
、
み
な
さ
ん
で
つ
く

っ
て
き
た
の
が
﹁
水
と
緑
の
回
廊
計
画
﹂

で
す
。

都
市
緑
地
法
は
法
定
計
画
で
す
。
ど

ん
な
計
画
も
法
律
に
根
拠
を
持
っ
た
も

の
で
な
い
と
、
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

法
律
に
根
拠
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、
実
現

し
て
い
く
段
階
で
財
源
と
事
業
を
結
び

つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
ま
で
個
別
の
都
市
公
園
法
と
か

河
川
法
な
ど
で
行
な
わ
れ
て
き
た
も
の

が
、
や
っ
と
１
９
９
８
年
︵
平
成
10
︶

岐阜県各務原市　養護学校岐阜県各務原市雲雀通り



ー
、
柵
の
な
い
養
護
学
校
、
庭
園
駐
車

場
も
含
め
て
、
ま
ち
全
体
を
公
園
に
す

る
と
い
う
試
み
を
始
め
て
い
ま
す
。
本

年
６
月
に
は
、
古
い
火
葬
所
を
新
し
く

し
た
の
で
す
が
、
農
業
用
水
の
溜
池
と

一
体
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
美
し
い

﹃
最
後
の
場
所
﹄
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し

た
。
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
持
た
な
い

事
業
は
各
務
原
に
は
な
い
、
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
、
公
園
事
業
だ
け
で
な
く
す

べ
て
の
所
管
の
事
業
が
柵
を
つ
く
ら
な

い
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
す
。

い
ま
、
市
内
を
流
れ
る
新
境

し
ん
さ
か
い

川
と
い

う
放
水
路
を
公
園
に
す
る
夢
を
描
い
て

い
ま
す
。
新
境
川
は
本
来
の
境
川
の
洪

水
を
防
ぐ
た
め
に
、
大
正
年
間
に
直
線

の
放
水
路
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
川
を
引
き
込
ん
で
流
れ
を
公
園
に

利
用
し
た
り
、
交
通
量
調
査
を
実
施
し

て
、
堤
防
に
載
っ
て
い
る
道
路
を
付
け

替
え
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。

歩
け
る
ま
ち
、
拡
げ
る
川

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
モ
ー
タ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
水
路
の
相
性
の
悪
さ

で
す
。

21 都市に水と緑の回廊をつくる

に
法
定
化
さ
れ
、
長
期
計
画
と
し
て
全

体
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
可
能
に
な
っ
た

の
で
す
。
こ
の
類
の
長
期
計
画
が
日
本

の
都
市
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
ま
で

に
１
世
紀
か
か
り
ま
し
た
。
か
な
り
の

自
由
裁
量
も
与
え
ら
れ
、
自
分
で
手
を

挙
げ
て
緑
を
つ
く
る
こ
と
が
よ
う
や
く

ス
タ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
ち
全
体
が
公
園

ま
ち
全
体
が
公
園
に
な
ら
な
い
と
、

都
市
公
園
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
私

の
考
え
で
、
人
が
住
ん
で
い
る
真
ん
中

に
こ
そ
良
い
空
間
が
必
要
で
す
。

各
務
原
市
の
中
心
部
に
は
、
か
つ
て

市
の
誇
り
で
あ
っ
た
岐
阜
大
学
農
学
部

が
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
40
年
代
に
移

転
し
て
し
ま
い
、
跡
地
を
ど
う
す
る
か

と
い
う
議
論
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

都
市
計
画
道
路
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

土
地
は
切
り
売
り
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
り
ま
し
た
。

岐
阜
大
学
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
ま
ち
の
心

が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

こ
と
を
補
う
た
め
に
、
何
を
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
か
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に

セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
が
な
か
っ
た
ら
、

パ
リ
だ
っ
て
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
が
な
か

っ
た
ら
、
都
市
の
品
格
が
今
日
の
よ
う

に
は
、
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
各
務
原
は
そ
ん
な
に
大
き
な
都
市

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
ま
ち
の

心
と
し
て
、
真
ん
中
を
公
園
に
す
る
べ

き
で
は
な
い
の
か
、
市
民
の
み
な
さ
ん

の
意
見
を
実
現
す
る
た
め
、
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
ひ
ら
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

交
通
量
調
査
を
実
施
し
て
、
そ
の
計
画

道
路
が
本
当
に
必
要
な
の
か
ど
う
か
、

再
検
討
し
た
結
果
、
都
市
計
画
道
路
の

建
設
は
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
必
要
だ
っ
た
の
は
、
計
画
実

行
者
に
﹁
信
じ
る
に
足
る
も
の
を
つ
く

る
義
務
﹂
と
い
う
意
識
が
あ
る
こ
と
と
、

実
行
に
至
る
ま
で
の
丁
寧
な
プ
ロ
セ
ス

を
踏
む
こ
と
で
す
。
計
画
道
路
を
廃
止

す
る
に
し
て
も
単
に
過
去
の
否
定
と
し

て
で
は
な
く
、
当
時
の
様
子
、
現
状
で

の
ニ
ー
ズ
の
変
遷
、
地
域
住
民
や
利
用

者
の
声
な
ど
、
目
標
に
向
か
っ
て
進
む

プ
ロ
セ
ス
を
住
民
主
導
で
丁
寧
に
積
み

上
げ
て
い
く
こ
と
が
、
ま
ち
に
と
っ
て

の
大
き
な
財
産
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
岐
阜
大
学
の
跡
地
を
公
園
に
、

計
画
道
路
を
並
木
の
あ
る
街
路
に
し
た

と
こ
ろ
、
大
変
に
評
判
が
良
く
、
公
園

に
隣
接
し
て
住
ん
で
い
る
人
た
ち
が
ガ

ー
デ
ニ
ン
グ
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
中
に
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
取
り
払
っ

て
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
に
さ
れ
た
方
も

い
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
自
分
の
庭
だ
と

思
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
町
内
会
な
ど
の

人
の
輪
が
あ
る
地
方
都
市
に
こ
そ
、
こ

れ
か
ら
の
可
能
性
を
感
じ
ま
す
ね
。

公
共
空
間
の
捉
え
方
も
変
わ
っ
て
き

て
い
て
、
水
辺
の
そ
ば
の
福
祉
セ
ン
タ

公
園
づ
く
り
に
と
っ
て
、
車
は
大
き

な
課
題
で
す
。
欧
米
の
都
市
で
今
、
何

が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、

車
社
会
に
逆
行
す
る
の
で
は
な
く
、
町

の
真
ん
中
か
ら
は
車
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ

ト
す
る
ま
ち
づ
く
り
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
イ
ン
フ

ラ
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ

ツ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
で
は
、
地
下
駐

車
場
に
車
を
止
め
て
、
地
表
は
歩
け
る

環
境
に
し
て
い
ま
す
。

赤
ち
ゃ
ん
で
も
お
年
寄
り
で
も
、
自

分
の
歩
い
て
い
け
る
空
間
に
良
い
オ
ー

プ
ン
ス
ペ
ー
ス
が
欲
し
い
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
社
会
的
コ

ス
ト
を
払
う
と
い
う
社
会
的
決
断
と
、

市
民
の
意
見
を
丁
寧
に
聞
く
プ
ロ
セ
ス

が
必
要
で
す
。

戦
後
、
日
本
の
川
が
ま
ち
か
ら
締
め

出
さ
れ
た
と
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
。

都
市
の
中
に
水
辺
空
間
を
増
や
す
た
め

に
は
、
川
に
も
っ
と
自
由
を
与
え
、
川

の
空
間
を
も
っ
と
拡
げ
て
考
え
る
こ
と

が
鍵
に
な
る
で
し
ょ
う
。
学
校
、
道
路
、

公
園
、
農
地
な
ど
の
土
地
と
川
と
の
関

係
を
見
直
せ
ば
、
川
の
空
間
を
拡
げ
る

こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
で
き
る
と
思
い
ま

す
。そ

れ
ぞ
れ
の
土
地
・
建
物
の
、
互
い

の
敷
居
を
取
り
払
う
だ
け
で
、
私
は
本

当
に
良
い
空
間
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
が
鍵
だ
と
思
い
ま
す
。

農業用水の溜池と一体化した美しい火葬所　写真提供：各務原市



郷戸池

木曽川

八木山
緑地保全地区

県営各務原公園

寒洞池

苧ヶ瀬池

郷戸池

新池

川
太
田
川

荘
名
川

小
伊
木
用
水
路

東
海
自
然
歩
道

各務野自然遺産の森

大
安
寺
川

合戸池

太田池
新池

各務原
カントリークラブ

ゴルフ場

22

公
園
都
市
各
務
原
市

岐
阜
県
各
務
原
市
は
、
名
古
屋
か
ら

名
鉄
線
に
乗
っ
て
約
１
時
間
ほ
ど
の
距

離
に
あ
る
。
駅
を
降
り
る
と
、
ゴ
ォ
ー

と
飛
行
機
の
離
発
着
音
が
聞
こ
え
て
き

た
。
こ
こ
は
航
空
自
衛
隊
基
地
が
あ
る

こ
と
で
全
国
的
に
知
ら
れ
た
所
だ
。

人
口
は
約
15
万
人
。
高
齢
化
率
︵
人

口
に
占
め
る
65
歳
以
上
人
口
の
割
合
︶

17
・
７
％
と
い
う
の
は
、
現
状
の
日
本

で
は
若
い
部
類
に
入
る
だ
ろ
う
。

市
の
南
側
に
木
曽
川
が
流
れ
て
お
り
、

境
川
・
新
境

し
ん
さ
か
い

川
、
大
安
寺
川
が
市
を
貫

い
て
、
木
曽
川
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。

市
の
水
道
は
１
０
０
％
地
下
水
か
ら
の

取
水
だ
。
住
民
の
水
へ
の
意
識
は
、
高

い
に
違
い
な
い
。

各
務
原
市
役
所
を
訪
問
す
る
と
、

﹁
公
園
都
市
﹂
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ

ー
ズ
が
つ
け
ら
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が

置
い
て
あ
っ
た
。

都市公園の常識を

変革する

ワークショップ

＜岐阜県各務原市＞ パークレンジャー
か
KA

か
KA

み
M I

が
GA

は
HA

ら
RA

岐阜県各務原市では、2001年（平成13）に緑の基本計画を定めました。

緑の基本計画とは、それまで国が主導してきた緑化政策を、

新たに地域自治体が主体となって進めるためのマスタープランで、

都市公園整備も含まれたものです。

全国でこの緑の基本計画がつくられていますが、

各務原市は自らの計画を「水と緑の回廊計画」と名づけ、

パークシステムという理念と、住民が公園を元手に活動を拡げる仕組みづくりに着手しています。

「緑の回廊計画」ではなく、敢えて「水と緑」と謳った理由を、各務原市都市建設部に聞きました。

第17回 水の文化楽習実践取材



国営木曽三川公園各務原緑地

郷戸池

岐阜大学跡地
各務原市民公園

新
境
川

三井川

羽島用水路緑道

轟
川

ＪＲ高山本線

名鉄各務原線

国道21号

東海自然歩道

丁
田
川

後
川

中屋川

北派川

濃
川
排
水
路

境
川

各務原
スポーツ広場

航空自衛隊岐阜基地

奥山三ツ池

扇平池

会本新

岐阜
カンツリー倶楽部

ゴルフ場

緑地保全地区・国定公園等
山林・ゴルフ場等
環境共生検討地区
市街化調整区域
河川・用水路・ため池

市街化区域

都市公園
現況

計画
都市公園

道路・河川の緑化区間 道路・河川の緑化区間
鉄道

幹線道路幹線道路

23 都市公園の常識を変革するワークショップ

公
園
都
市
。

こ
の
言
葉
は
、
全
国
の
市
で
使
わ
れ

て
い
る
。
﹁
公
園
﹂
と
い
う
言
葉
の
響

き
の
良
さ
も
手
伝
っ
て
、
緑
地
整
備
に

力
を
入
れ
て
い
る
自
治
体
が
好
ん
で
使

う
言
葉
だ
。

た
だ
し
、
各
務
原
市
の
場
合
は
少
し

事
情
が
違
う
。

自
ら
の
﹁
緑
の
基
本
計
画
﹂
に
、

﹁
水
と
緑
の
回
廊
計
画
﹂
と
名
前
を
つ

け
て
、
こ
れ
ま
で
公
園
整
備
や
緑
地
整

備
に
は
あ
ま
り
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
、

水
の
要
素
を
加
え
て
い
る
か
ら
だ
。
そ

れ
は
い
っ
た
い
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

﹁
水
と
緑
の
回
廊
計
画
と
言
わ
れ
て
も
、

最
初
は
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
で
し
た
ね
﹂

と
語
る
の
は
、
各
務
原
市
都
市
建
設
部

水
と
緑
推
進
課
課
長
の
河
田
敏
弘
さ
ん
。

﹁
水
と
緑
の
回
廊
計
画
は
、
２
０
０
１

年
︵
平
成
13
︶
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

慶
應
義
塾
大
学
の
石
川
幹
子
先
生
に
も

協
力
を
い
た
だ
い
て
、
議
会
の
支
持
を

得
て
進
め
て
き
ま
し
た
﹂
と
言
う
。

日
本
の
都
市
公
園
は
、
１
９
５
６
年

各務原市の水と緑の回廊計画



24

︵
昭
和
31
︶
に
施
行
さ
れ
た
都
市
公
園
法

に
則
っ
た
公
園
の
種
別
で
、
何
度
か
の

公
園
整
備
等
五
箇
年
計
画
が
定
め
ら
れ
、

種
類
も
拡
充
し
、
整
備
さ
れ
て
き
た
。

国
の
整
備
方
針
に
し
た
が
っ
て
公
園
の

数
や
緑
地
の
面
積
を
増
や
す
の
が
公
園

行
政
担
当
者
の
仕
事
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
２
０
０
４
年
︵
平
成
16
︶

の
﹁
景
観
緑
三
法
﹂
成
立
以
降
は
、
住

民
を
主
人
公
に
し
た
緑
の
基
本
計
画
を

策
定
し
、
緑
地
も
都
市
公
園
も
統
一
的

に
住
民
の
役
に
立
つ
よ
う
に
計
画
・
実

行
す
る
立
場
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

︵
く
わ
し
く
は
45
ペ
ー
ジ
参
照
︶

公
園
行
政
担
当
者
も
、
そ
れ
ま
で
と

比
べ
て
考
え
方
を
１
８
０
度
転
換
す
る

必
要
が
生
じ
た
。
い
か
に
市
民
の
求
め

に
応
じ
た
都
市
公
園
を
整
備
す
る
か
が

河
田
さ
ん
た
ち
の
腕
の
見
せ
所
と
な
っ

た
わ
け
だ
。

公
園
を
管
理
す
る
の
は
パ
ー
ク

レ
ン
ジ
ャ
ー

﹁
水
と
緑
の
回
廊
計
画
﹂
に
つ
い
て
は
、

各
務
原
市
の
Ｈ
Ｐ
の
内
容
と
進
捗
で
紹

パークレンジャー団体一覧表（2006年4月1日現在）
団体名 会員数

会員総数

主な活動内容 活動場所

漢方キササゲ会 20 緑化活動・清掃活動 市民運動公園
東部愛花クラブ 21 花苗の植栽及び維持管理 市民公園

鵜沼地区市民公園植栽グループ 13 花苗の植栽及び維持管理 市民公園
蘇原地区市民公園植栽グループ 18 花苗の植栽及び維持管理 市民公園

みどりのまちづくり会 104 枯損木等の伐倒、下刈り、苗木等の植栽 新鵜沼台全域
北町パークレンジャー 15 緑化活動・清掃活動・公共施設利用者のマナー指導 尾崎北町内の都市公園及び尾崎中央通り西武

緑地整備ボランティアグループ林政尾崎会 10 緑化活動 各務原市尾崎地区の学校周辺及び緑地
鵜沼台みどりの会 8 緑化活動・清掃活動 鵜沼台南第２公園
中屋敷蓮如緑花会 51 緑化活動 下中屋町地内　中屋川排水路北側畔畔

おざき「緑化推進の会」 43 緑化活動 尾崎校区内の幹線道路沿いの山林
尾崎南４緑化推進ボランティア 16 緑化活動 尾崎南町４丁目地内及びその周辺、斜面の山林
大安寺川ホタルを育てる会 83 緑化活動・清掃活動・生物と共生する自然空間の創造 大安寺川流域
１４年度西生涯学習会 13 緑化活動 市民公園

百十郎桜保全ボランティア 32 緑化活動・清掃活動・公共施設利用者のマナー指導 新境川堤（馬手橋から中屋大橋までの両岸）
朝日ふれあいの会 22 緑化活動・清掃活動 鵜沼朝日町全域市道

東組北シニアクラブ 57 清掃活動 東町工業団地東公園
おがせ周辺クリーンクラブ 46 緑化活動、清掃活動、芝への散水 おがせ池周辺の芝広場

楽遊会 22 緑化活動・清掃活動 市民公園
飛鳥パークレンジャー 42 清掃活動 西屋倉川

八木山自然の会 37 緑化活動・清掃活動・公共施設利用者のマナー指導・登山道整備・道標管理等 八木山
緑苑南クリーン会 8 緑化活動・清掃活動 緑苑南公園及び緑苑雑木林周辺の道路・歩道

つつじが丘上池クラブ 23 緑化活動・清掃活動・公共施設利用者のマナー指導・開壁・伐採 つつじが丘中央公園周辺
漢方キササゲ会薬草園ボランティア 24 緑化活動・清掃活動 那加福祉センター

鵜沼台ソフトボールクラブ 27 清掃活動 みどり坂及び市内の遊歩道・散歩道
５丁目おやじの会 28 緑化活動・清掃活動 つつじが丘東公園

徳山陣屋公園フレンドシップ 31 清掃活動・公共施設利用者のマナー指導・公園の案内 旗本徳山陣屋公園
各務原ロータリークラブ 31 清掃活動 各務野自然遺産の森

各務原かかみのロータリークラブ 17 清掃活動 各務野自然遺産の森
各務原中央ロータリークラブ 31 清掃活動 各務野自然遺産の森
各務原ギフチョウクラブ 18 ギフチョウの育成 各務野自然遺産の森

南町河川敷公園パークレンジャー 18 清掃活動 鵜沼南町河川敷公園
野口パークレンジャー 19 清掃活動 蘇原野口町・蘇原新栄町の道路
かかみ野MTBクラブ 21 清掃活動・公共施設利用者のマナー指導 各務野自然遺産の森

各務野自然遺産の森ボランティア 42 緑化活動・清掃活動・自然体験塾の維持管理 各務野自然遺産の森
いちょう通り花かざり前四 10 緑化活動 那加前洞新町４丁目いちょう通り歩道

市民の森を育てる会 26 緑化活動・清掃活動・どんぐりの苗作り 市民の森（どんぐりの森）、苗場
やぐまシニアクラブ 49 緑化活動・清掃活動 前渡西町

川島町グランドゴルフクラブ 21 緑化活動・清掃活動 リバーサイドオアシス
各務原市釣友会 23 緑化活動・清掃活動・公共施設のマナー指導 東島池公園

三ツ屋里山を緑にする会 14 緑化活動・清掃活動・公共施設のマナー指導・自然の再生 鉄砲川流域・三ツ屋池下流
柿沢パークレンジャー 27 緑化活動・清掃活動 柿沢公園
那加中学校ふれこみ隊 41 緑化活動・ホタルの育成 各務野自然遺産の森
ソレイユ早苗通り 5 緑化活動・清掃活動 市道ソ南４号
駅広を愛する会 7 清掃活動 JR鵜沼駅前広場内ビオトープ池

三井東町パークレンジャー 8 清掃活動・公共施設利用者のマナー指導 市民運動公園（三井東町）
緑苑ボランティアグループ 44 清掃活動 緑苑地内の公園・道路・緑道・小中学校
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介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
く
わ
し
く
は
そ

ち
ら
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
パ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
た
め
に
、
市
内

の
各
地
域
を
﹁
ま
ち
の
回
廊
﹂﹁
川
の
回

廊
﹂﹁
森
の
回
廊
﹂
と
役
割
を
意
識
し
た

計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
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中
で
も
川
の
回
廊
は
、
豊
か
な
緑
の

帯
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
市
内
の
水
循

環
の
核
と
な
る
計
画
対
象
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
る
。
緑
地
整
備
で
は
な
く
、

水
と
緑
を
一
体
と
し
て
考
え
よ
う
で
は

な
い
か
と
謳
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
が
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る

場
所
が
あ
る
。
新
境
川
に
隣
接
し
た
各

務
原
市
民
公
園
だ
。

こ
の
新
境
川
の
堤
防
は
桜
並
木
で
、

花
見
の
名
所
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の

横
に
約
6.5
ha
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
が

広
が
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
岐
阜
大
学

農
・
工
学
部
跡
地
だ
っ
た
所
を
公
園
に

し
た
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
、
す
で
に

都
市
計
画
決
定
が
な
さ
れ
て
い
た
道
路

計
画
を
廃
止
し
た
経
緯
が
あ
る
場
所
だ
。

さ
ら
に
、
Ｊ
Ｒ
名
鉄
線
を
は
さ
ん
で
北

部
に
は
﹁
学
び
の
森
﹂
が
隣
接
し
、
こ

ち
ら
に
は
池
や
せ
せ
ら
ぎ
が
つ
く
ら
れ
、

気
持
ち
の
良
い
空
間
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
市
民
公
園
を
は
じ
め
、
市
内
の

公
園
を
守
っ
て
い
る
の
が
、
パ
ー
ク
レ

ン
ジ
ャ
ー
と
呼
ば
れ
る
市
民
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
だ
。

﹁
行
政
だ
け
で
公
園
を
管
理
す
る
の
に

まちの風景はパークレンジャ
ーと呼ばれる市民ボランティ
アがつくっている、といって
も過言ではない。公園、緑道、
山の中にまで、パークレンジ
ャーの手が入っている。
左ページの写真はすべて各務
原市からお借りしたパークレ
ンジャーの活動の様子。
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は
限
界
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
２
０
０

１
年
︵
平
成
13
︶
に
ま
ず
住
民
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
30
名
ほ
ど
募
り
ま
し
た
。

市
民
公
園
の
南
東
の
角
に
あ
る
花
壇
を
、

自
由
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
と
呼
び
か
け

た
の
で
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
公

園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
登
録
す
る
パ
ー
ク

レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
が
で
き
、
翌
年
に
は

90
人
、
そ
し
て
現
在
は
約
１
３
０
０
名

に
増
え
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
に
は
ホ

タ
ル
を
育
て
て
い
る
と
い
う
中
学
生
も

リ
タ
イ
ア
後
の
人
も
い
ま
す
。
川
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
も
現
れ
て
い
ま
す
﹂
と
河

田
さ
ん
は
言
う
。

基
本
的
に
は
住
民
自
ら
が
部
会
を
つ

く
る
等
し
て
、
あ
ま
り
行
政
は
し
ば
ら

な
い
の
が
原
則
だ
。
水
路
や
園
路
の
掃

除
も
率
先
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
パ
ー
ク
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
、

６
年
の
間
に
１
３
０
０
名
に
増
え
た
と

い
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
市
の
人
口
の

0.9
％
。
だ
が
、
65
〜
74
歳
の
人
口
約
１

５
０
０
０
人
に
占
め
る
割
合
と
し
て
は

約
９
％
と
な
っ
て
、
決
し
て
少
な
い
数

で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
パ
ー
ク
レ
ン

ジ
ャ
ー
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
合
計
す
る
と
、
そ
の

数
は
１
万
８
千
人
に
及
ぶ
と
い
う
。

新
境
川
の
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー

＆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

パ
ー
ク
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
充
実
と
と
も

に
、
水
と
緑
の
回
廊
計
画
も
５
年
が
経
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過
。
ま
ち
の
回
廊
、
森
の
回
廊
の
整
備

は
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
が
、
残
っ
て

い
る
の
が
川
の
回
廊
の
整
備
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
２
０
０
６
年
度
は
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
新
境
川
を
歩
い
て
も
ら
い
、

こ
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
使
い
方
を

み
ん
な
で
考
え
て
も
ら
お
う
で
は
な
い

か
と
、﹁
新
境
川
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー

＆

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹂
が
気
候
も
ち
ょ
う

ど
よ
い
５
月
20
日
、
６
月
17
日
に
開
催

さ
れ
た
。
水
と
緑
の
回
廊
計
画
を
一
貫

し
て
支
え
て
き
た
慶
應
義
塾
大
学
の
石

川
幹
子
研
究
室
チ
ー
ム
も
、
こ
の
ウ
ォ

ー
ク
ラ
リ
ー
＆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
支

援
し
て
い
る
。

新
境
川
周
辺
を
歩
い
た
、
こ
の
日
の

参
加
者
は
約
２
０
０
名
。
４
グ
ル
ー
プ

が
２
つ
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
実
際
に
歩

い
た
後
、
地
図
の
上
に
、
﹁
自
分
が
発

見
し
た
魅
力
﹂
、
﹁
課
題
﹂
、
﹁
将
来
に
向

け
た
ア
イ
デ
ア
﹂
を
付
箋
に
記
し
、
貼

っ
て
い
っ
た
。

こ
の
結
果
は
、
今
年
度
末
に
は
発
表

さ
れ
る
が
、
市
民
か
ら
は
﹁
川
と
公
園

を
一
体
的
に
利
用
し
た
い
﹂
と
い
う
よ

う
な
声
も
挙
が
っ
て
い
る
と
い
う
。

実
際
に
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
に
参
加
し

た
上
屋

か

み

や

真
美

ま

さ

み

さ
ん
︵
73
歳
︶
は
、
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
こ
の
地
で
育
っ
て
き
た

パ
ー
ク
レ
ン
ジ
ャ
ー
だ
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
感
想

と
し
て
﹁
子
ど
も
が
親
し
ま
れ
る
よ
う

な
水
辺
に
し
た
い
﹂
と
語
っ
て
く
れ
た
。

子
ど
も
の
存
在
は
重
要
だ
。
大
人
た

パークレンジャーで
あり、ウォークラリ
ーにも参加した上屋
真美さん。

桜並木が美しい新境川の堤防。コンクリートの一部分に植えられている芝は、市の取り組
みとして、コンクリートを覆う実験だ。この芝生ですべてのコンクリート護岸が覆われた
らさぞかし美しい景観になるだろうが、もしも落水したときには這い上がる手がかりがな
くなるので、救助の仕組みや施設などさまざまなことを考える必要がある。このように公
共空間をデザインするときは、ワークショップ方式でみんなの知恵を集結させるのも有効
な手段ではないだろうか。

芝をよく見ると、下から３割程度、色が違っている。新境川の水位が上がったときに、水
に洗われたからだ。水流が強くなる増水時にも、その力で剥がされなかったということで、
芝としてはまずまずの状態という。
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な
ぜ
﹁
緑
の
基
本
計
画
に
水
を
加
え

た
の
か
﹂、
と
い
う
質
問
に
、
河
田
さ
ん

は
こ
う
答
え
た
。

﹁
各
務
原
市
に
と
っ
て
、
水
は
大
切
な

存
在
で
す
。
新
境
川
の
源
流
を
公
園
整

備
し
た
り
し
て
﹃
ま
ち
の
回
廊
﹄
や

﹃
緑
の
回
廊
﹄
が
整
え
ら
れ
て
い
く
こ
と

で
、
水
の
重
要
性
が
一
層
明
確
に
な
り

ま
し
た
。
水
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
子

ど
も
た
ち
が
本
当
に
生
き
生
き
と
遊
ん

で
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
大
人
も
同
様

で
す
。
こ
れ
か
ら
は
水
と
緑
が
キ
ー
ワ

ー
ド
だ
と
い
う
手
応
え
を
、
絶
え
ず
市

民
と
一
緒
に
行
動
す
る
こ
と
で
、
実
感

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
﹂

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
普
及
は
、
公
園

づ
く
り
の
常
識
を
変
え
、
水
と
緑
の
都

市
公
園
の
つ
く
り
方
・
利
用
の
仕
方
を

も
変
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

利
用
者
の
常
識
を
問
い
直
し
、
新
た
な

知
恵
を
集
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
利
用

者
と
行
政
担
当
者
と
の
関
係
を
も
変
化

さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
伝
統
や
常
識
を
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
変
革
し
て
、
あ
ら
た
な
公

園
の
常
識
を
つ
く
る
。
い
わ
ば
革
新
的

継
承
と
い
う
こ
う
し
た
方
法
も
、
水
の

文
化
楽
習
の
一
つ
な
の
だ
と
い
う
こ
と

を
、
各
務
原
市
の
ケ
ー
ス
は
教
え
て
く

れ
る
。

ち
が
常
識
だ
と
思
っ
て
い
る
点
も
﹁
な

ぜ
？
﹂
と
問
い
、
目
か
ら
ウ
ロ
コ
を
落

と
し
て
く
れ
る
。

ま
た
﹁
行
政
の
誘
導
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
行
政
に
対

す
る
批
判
が
出
る
こ
と
も
覚
悟
は
し
て

い
た
ん
で
す
が
。
公
園
と
川
を
一
体
化

し
て
整
備
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
共

有
で
き
ま
し
た
﹂
と
河
田
さ
ん
は
言
う
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の

公
園
づ
く
り

こ
れ
ま
で
、
水
の
文
化
楽
習
の
コ
ー

ナ
ー
で
は
何
度
も
﹁
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹂

の
事
例
を
紹
介
し
て
き
た
。
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
は
、
経
験
を
共
有
し
て
意
見
を

出
し
合
う
過
程
を
大
切
に
し
て
、
徐
々

に
関
係
を
つ
く
り
、
発
言
に
対
す
る
責

任
や
場
に
お
け
る
役
割
を
身
に
つ
け
て

い
く
と
い
う
働
き
を
持
っ
て
い
る
。

各
務
原
市
で
は
、
公
園
整
備
の
計
画

づ
く
り
に
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
方
式

を
用
い
て
い
る
。

こ
れ
は
、
公
園
づ
く
り
に
は
も
っ
て

こ
い
の
手
段
と
思
わ
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
公
園
は
た
い
へ
ん

よ
く
似
て
い
る
か
ら
だ
。

公
園
と
い
う
の
は
、
不
特
定
多
数
の

人
が
利
用
す
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
だ
。

﹁
使
い
方
﹂
を
調
整
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
場
所
と
も
い
え
る
。
そ
の
公
園
を
自

分
た
ち
で
管
理
す
る
こ
と
で
、
﹁
苦
情

を
言
う
﹂
か
ら
﹁
自
分
た
ち
で
解
決
す

る
﹂
へ
と
変
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
だ
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
た
だ
行
な
え
ば
い

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
各
務
原
の
場
合
で
も
、
も
し
緑
の

基
本
計
画
と
い
う
意
見
を
活
か
す
仕
組

み
が
で
き
て
い
な
い
ま
ま
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
が
開
か
れ
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。﹁
自
分
の
意
見
は
、
ど
う

せ
市
政
に
活
か
さ
れ
な
い
﹂
と
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
や
る
気
が
失
せ
、
参
加
者

は
減
っ
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
石
川
研
究
室
の
よ
う
な

外
部
の
人
間
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
か
。
お
互
い
が
遠
慮
し
合

い
な
が
ら
、
言
い
た
い
こ
と
も
言
え
ず

に
消
化
不
良
の
ま
ま
終
わ
っ
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。

地
域
活
動
に
取
り
組
む
人
た
ち
の
あ

い
だ
に
は
、
こ
ん
な
格
言
が
あ
る
。

﹁
地
域
活
動
が
う
ま
く
い
く
に
は
、
若

者
、
ば
か
者
、
ヨ
ソ
者
が
必
要
だ
﹂

若
者
は
、
新
鮮
な
考
え
を
持
つ
次
の

世
代
。
い
わ
ば
後
継
者
。
ば
か
者
と
は
、

し
ゃ
に
む
に
な
っ
て
真
剣
に
取
り
組
む

人
。
そ
う
す
る
と
ま
わ
り
の
人
が
皆
、

真
剣
に
な
る
。
ヨ
ソ
者
は
、
自
分
た
ち

の
活
動
を
客
観
的
に
判
断
し
て
、
刺
激

を
与
え
て
く
れ
る
人
だ
。
言
い
換
え
れ

ば
、
自
分
た
ち
の
常
識
を
疑
っ
て
み
よ

う
と
後
押
し
す
る
の
が
ヨ
ソ
者
だ
。

そ
う
い
う
ヨ
ソ
者
が
入
っ
た
今
回
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、﹁
川
も
公
園
も
一

緒
に
整
備
で
き
れ
ば
﹂
と
い
う
住
民
の

声
が
出
て
き
た
。
こ
の
声
を
受
け
て
、

市
民
の
支
援
者
で
あ
る
各
務
原
市
は
、

ま
た
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。

縁台将棋ならぬ公園
将棋はよく見る風景
だが、水の流れと木
陰がセットという贅
沢には、なかなかお
目にかかれない。

境川の源流にある各
務野自然遺産の森は、
パークレンジャーの
団体が７つも関わり
ボランティアの働く
姿が見えない日はな
いそうだ。
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日
本
で
花
壇
は
成
立
し
な
い

公
園
の
発
祥
を
ど
こ
に
求
め
る
か
。

い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

私
が
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
は
、
チ
ェ

コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
あ
る
伝
説
で
す
。

昔
々
、
イ
ー
ジ
ー
ク
と
い
う
若
者
が

悪
魔
に
出
会
い
、﹁
20
年
間
、
美
し
い
姫

と
の
愛
に
生
き
ら
れ
る
な
ら
悪
魔
と
ど

こ
へ
で
も
行
く
﹂
と
い
う
契
約
書
に
サ

イ
ン
し
た
。
そ
し
て
、
美
し
い
姫
と
結

婚
し
、
王
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
20
年
は

瞬
く
間
に
過
ぎ
去
り
、
悪
魔
と
の
約
束

の
日
が
き
て
し
ま
う
。
男
は
﹁
あ
と
３

日
延
ば
し
て
く
れ
。
姫
の
望
み
が
あ
る

か
ら
﹂
と
悪
魔
に
頼
ん
だ
。
す
る
と
悪

魔
は
﹁
姫
の
望
み
を
毎
日
一
つ
だ
け
か

な
え
て
や
る
が
、
私
が
そ
の
望
み
を
か

な
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
契
約
書

を
返
し
て
や
る
﹂
と
約
束
す
る
。
男
は
、

姫
に
望
み
を
尋
ね
た
。
姫
は
﹁
城
壁
を

取
り
除
い
て
ほ
し
い
﹂
と
言
う
。
す
る

と
、
翌
朝
、
城
壁
は
消
え
、
城
の
周
囲

は
広
々
と
し
た
野
原
に
な
っ
た
。
次
の

日
に
姫
は
﹁
野
原
を
世
界
中
の
花
で
い

っ
ぱ
い
に
し
た
い
﹂
と
言
っ
た
。
す
る

と
、
翌
朝
、
野
原
は
美
し
い
花
園
に
変

わ
っ
た
。
夫
の
異
常
な
行
動
に
不
安
を

抱
い
た
姫
は
、
最
後
の
日
に
自
分
の
金

髪
を
３
本
抜
い
て
﹁
私
の
腕
よ
り
長
く

し
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
簡

単
な
望
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姫
を
見

た
こ
と
で
、
そ
の
美
し
さ
に
心
を
奪
わ

れ
た
悪
魔
は
そ
の
望
み
実
現
で
き
な
か

っ
た
。
結
局
、
悪
魔
は
契
約
書
を
残
し

て
姿
を
消
し
、
二
人
は
幸
せ
に
暮
ら
し

た
と
い
う
。

こ
の
話
は
田
中
充
子
さ
ん
の
﹃
プ
ラ

ハ
を
歩
く
﹄︵
岩
波
書
店
、
２
０
０
１
︶

に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
が
思
う
に
、

こ
の
話
は
悪
魔
に
立
ち
向
か
う
女
性
の

力
を
表
し
て
い
る
と
同
時
に
、
女
性
の

力
と
公
園
は
関
連
が
あ
る
の
で
す
。
西

洋
で
は
王
侯
貴
族
の
庭
園
が
今
で
も
公

園
と
な
っ
て
残
っ
て
い
ま
す
が
、
政
略

結
婚
か
ら
城
に
住
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
女
性
の
象
徴
と
し
て
、
花
壇
は
公
園

発
祥
の
一
つ
と
思
い
ま
す
。

私
は
１
年
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
し

ま
し
た
が
、
そ
こ
で
驚
い
た
の
は
、
バ

ラ
で
も
１
ヶ
月
や
２
ヶ
月
、
な
か
に
は

半
年
も
咲
い
て
い
る
。
日
本
な
ら
、
花

は
せ
い
ぜ
い
も
っ
て
１
週
間
。
で
す
か

ら
花
壇
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
成
立
す

る
が
、
日
本
で
は
無
理
な
ん
で
す
。
日

本
で
花
壇
を
維
持
す
る
に
は
、
も
の
す

ご
い
管
理
が
必
要
な
ん
で
す
。
そ
う
い

う
花
壇
を
公
園
の
起
源
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
が
日
本
に
は
合
わ
な
い
の

は
当
然
で
す
。

自
然
に
も
大
中
小
が
あ
る

花
壇
は
、
人
工
的
な
手
入
れ
を
し
な

い
と
維
持
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
、
こ
う

い
う
類
の
公
園
を
﹁
小
自
然
﹂
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
小
自
然
と
い
う
の
は
金
魚

上田篤
うえだあつし

京都精華大学名誉教授

1930年生まれ。京都大学工学部卒業
建設省技官、京都大学助教授、大阪大学教授などを経て現職

主な著書に
『都市と日本人』（岩波書店 2003）

『鎮守の森の物語』（思文閣出版 2003）他

鎮守の森は都市公園の原形の一つ

小自然から中自然へ
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鉢
の
中
の
金
魚
や
、
池
の
鯉
、
鳥
籠
の

鳥
な
ど
で
、
人
間
が
餌
を
や
っ
て
管
理

し
て
、
や
っ
と
生
き
て
い
け
る
も
の
。

つ
ま
り
、
人
間
が
生
き
も
の
を
飼
っ
て

い
る
状
態
の
も
の
で
す
。
公
園
と
い
う

の
も
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
小
自
然
な
ん
で

す
よ
。
植
木
鉢
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
水
を
や
っ
た
り
、
虫
を
駆
除

し
た
り
、
草
取
り
し
た
り
と
管
理
し
な

く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
に
、
風
土
を

無
視
し
て
植
物
を
植
え
て
い
ま
す
し
ね
。

で
す
か
ら
、
公
園
は
植
木
鉢
の
よ
う
な

小
自
然
な
ん
で
す
。

こ
の
対
極
に
あ
る
の
が
﹁
大
自
然
﹂。

山
岳
と
か
、
大
海
と
か
、
人
間
の
力
の

及
ば
な
い
生
き
も
の
や
風
土
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
の
中
間
に
﹁
中
自
然
﹂

と
い
う
も
の
が
あ
る
と
、
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。
生
き
も
の
は
勝
手
に
生
き
て

い
る
し
、
人
間
は
人
間
で
勝
手
に
生
き

て
い
る
。
そ
う
い
う
、
勝
手
に
生
き
て

い
る
も
の
ど
う
し
の
対
等
の
関
係
が
、

バ
ラ
ン
ス
を
持
っ
て
続
い
て
い
る
状
態

を
﹁
中
自
然
﹂
と
呼
ぶ
。
そ
の
中
自
然

の
典
型
が
﹁
鎮
守
の
森
﹂、
あ
る
い
は

﹁
里
山
﹂
な
ん
で
す
。
ま
ぁ
、
里
山
は
多

少
人
間
の
手
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
鎮

守
の
森
は
ほ
と
ん
ど
管
理
も
し
て
い
な

い
で
す
ね
。
い
わ
ば
放
っ
た
ら
か
し
で

す
。そ

こ
で
は
人
間
も
生
き
も
の
と
し
て

対
等
・
平
等
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う

中
自
然
に
、
日
本
人
は
惹
か
れ
る
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
公
園
で
は
な
く
、
里
山

や
里
川
に
憧
れ
る
。

風
土
で
異
な
る
中
自
然
が
あ
る

日
本
の
都
市
公
園
に
行
っ
て
み
る
と
、

ベ
ン
チ
で
本
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
人

な
ん
か
い
ま
せ
ん
。
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン

に
行
く
と
た
く
さ
ん
い
ま
す
け
ど
。
つ

ま
り
、
現
実
問
題
と
し
て
、
日
本
の
都

市
公
園
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
っ
て
い
な

い
で
す
よ
。

と
こ
ろ
が
川
の
流
域
、
川
辺
、
川
の

道
を
歩
く
と
、
日
本
人
は
心
休
ま
り
ま

す
ね
。
人
工
的
な
小
自
然
を
﹁
こ
れ
が

公
園
で
す
よ
﹂
と
与
え
ら
れ
る
よ
り
、

心
休
ま
る
川
を
中
心
に
お
い
て
憩
い
の

空
間
を
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な

い
で
す
か
。
つ
ま
り
、
都
市
の
手
頃
な

中
自
然
の
一
つ
が
川
な
ん
で
す
よ
。
里

川
を
公
園
に
し
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
い

い
の
で
あ
っ
て
、
虫
を
見
つ
け
た
り
、

魚
を
見
た
り
し
な
が
ら
歩
く
の
は
楽
し

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

興
味
深
い
の
は
、
そ
の
川
の
流
域
を

行
政
単
位
と
し
て
い
る
の
が
﹁
郡

こ
ほ
り

﹂
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

平
成
の
市
町
村
合
併
で
、
２
０
０
２

年
︵
平
成
14
︶
に
は
約
３
２
０
０
あ
っ

た
市
町
村
が
、
２
０
０
６
年
︵
平
成
18
︶

４
月
に
は
１
８
２
０
に
ま
で
減
り
ま
し

た
。
長
い
目
で
見
れ
ば
、
都
道
府
県
、

市
町
村
の
数
は
か
な
り
変
動
し
て
い
ま

す
が
、
一
貫
し
て
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
の
は
郡
の
数
な
の
で
す
。
大
化
の
改

新
の
時
、
５
５
０
ぐ
ら
い
の
郡
が
あ
っ

た
の
が
江
戸
時
代
に
は
だ
い
た
い
６
０

０
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
江
戸
時

代
か
ら
今
日
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
変
動
し

て
い
ま
せ
ん
。
藩
も
、
都
道
府
県
も
い

く
つ
か
の
郡
の
集
合
で
、
原
則
的
に
は

郡
を
割
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
郡
は
河
川
の
流
域
を
単
位
と
し

て
い
る
か
ら
で
す
。

昔
は
生
産
だ
け
で
は
な
く
交
通
も
川

を
中
心
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
郡
ご
と
に
、
天
気
も
違
っ
て
い
た
。

﹁
山
あ
て
﹂
で
天
気
を
予
測
し
て
い
ま
し
た

か
ら
、
よ
く
天
気
が
当
た
る
と
評
判
の

土
地
の
お
婆
さ
ん
も
、
違
う
場
所
に
連

れ
て
こ
ら
れ
る
と
天
気
を
当
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
郡
ご
と
に
天
気
が
違
う

と
い
う
こ
と
は
、
中
自
然
も
郡
ご
と
に

違
っ
て
当
た
り
前
と
い
う
こ
と
で
す
。

カ
ミ
サ
マ
と
庭
園

日
本
の
庭
園
で
一
番
大
事
な
も
の
は

何
か
ご
存
知
で
す
か
？

そ
れ
は
﹁
蹲
踞

つ
く
ば
い

﹂
で
す
。

茶
室
に
は
露
地
が
あ
り
、
蹲
踞
が
あ

り
、
水
が
あ
る
。
な
ぜ
水
か
と
い
う
と
、

そ
こ
が
カ
ミ
サ
マ
の
依
代

よ
り
し
ろ

だ
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
水
は
、
カ
ミ
サ
マ
が
乗
り
移
っ

て
く
る
場
と
し
て
必
要
な
ん
で
す
ね
。

日
本
の
仏
教
で
庭
園
造
り
に
熱
心
な

の
は
臨
済
宗
で
す
が
、
そ
こ
の
お
坊
さ

ん
は
﹁
臨
済
宗
で
は
仏
像
を
つ
く
ら
な

い
﹂
と
言
い
ま
す
。﹁
滝
の
流
れ
る
せ
せ

東京渋谷の氷川神社。渋谷区最古の神社といわれ、昔は渋谷川が門前を流れていたそうだ。
松、杉がうっそうと茂った様子が「江戸名所図会」にも描かれている。コンクリートとア
スファルトで覆い尽くされたこの地域で、（右頁上）これだけの緑地が残ったのは鎮守の
森だったからに他ならない。現在は、境内全域が渋谷区の保存樹木に指定されている。
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ま
す
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
自
然
界
の
す
べ

て
の
事
物
は
魂
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

世
界
観
で
、
マ
ナ
イ
ズ
ム
と
は
違
い
ま

す
。
マ
ナ
は
﹁
強
力
な
力
﹂
で
す
。
そ

れ
に
人
々
は
憧
れ
る
。
そ
れ
が
日
本
文

化
の
基
本
的
な
在
り
方
な
ん
で
す
。

動
物
を
食
べ
る
の
は
、
そ
の
も
の
が

持
っ
て
い
る
マ
ナ
を
食
べ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
動
物
が
持
っ
て
い
る
力
が
欲
し
い
。

だ
か
ら
猪
や
熊
、
鴨
や
雉

き
じ

を
食
べ
る
の

は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
か
つ
て

の
日
本
で
獣
肉
を
食
べ
な
い
と
い
う
の

を
仏
教
で
殺
生
を
禁
じ
て
い
る
せ
い
だ
、

と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
牛
や
豚
や
羊

と
い
っ
た
家
畜
を
食
べ
な
い
の
は
家
畜

の
肉
に
マ
ナ
が
な
い
か
ら
で
す
。
猪
や

熊
、
鹿
、
鴨
、
雉
と
い
っ
た
野
生
の
獣

や
渡
り
鳥
は
食
べ
た
の
で
す
か
ら
、
殺

生
を
嫌
っ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
マ
ナ

イ
ズ
ム
か
ら
き
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

お
祭
り
の
と
き
に
そ
う
い
う
も
の
を

食
べ
る
の
も
、
初
物
を
食
べ
る
こ
と
に

こ
だ
わ
る
の
も
、
そ
う
い
う
理
由
で
す
。

初
鰹
、
初
穂
な
ど
、
初
物
に
は
マ
ナ
が

宿
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
る
日
本
料

理
屋
の
主
人
に
聞
い
た
の
で
す
が
、﹁
日

本
料
理
は
旬
を
食
べ
る
も
の
﹂
と
い
う
。

そ
れ
が
マ
ナ
に
通
じ
る
わ
け
で
す
。

マ
ナ

m
ana

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
善
悪
両
面
に
働

き
、
こ
れ
を
所
有
す
れ
ば
大
き
な
利
益
を
得
る
よ
う

な
作
用
を
持
つ
超
自
然
的
な
力
。
文
化
人
類
学
で
広

く
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
漠
然
た
る
呪
術
・
宗
教
的
な

力
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

太
陽
と
山
と
遙
拝
所

太
陽
の
次
に
重
要
な
の
が
山
で
す
。

太
陽
が
カ
ミ
サ
マ
な
ら
、
そ
れ
が
ど
こ

か
ら
出
て
、
ど
こ
へ
沈
む
か
が
問
題
と

な
る
。
日
の
出
、
日
の
入
り
の
地
点
は

一
年
中
動
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
目
印

を
山
に
お
き
ま
す
。
冬
至
の
と
き
に
太

陽
が
山
に
か
か
っ
て
金
冠
状
に
見
え
る

現
象
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
見

え
る
場
所
に
は
、
縄
文
時
代
の
古
墳
が

あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り
ま
す
。

冬
至
の
翌
日
は
、
一
年
の
始
ま
り
と
し

て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま
し
た
。

だ
か
ら
縄
文
時
代
は
、
冬
至
に
山
を
見

通
し
て
太
陽
が
見
え
る
場
所
に
、
古
墳

や
環
状
列
石
を
つ
く
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
そ
こ
は
太
陽
を
拝
む
遙
拝
所

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
夏
至

や
春
分
、
秋
分
に
も
遙
拝
す
る
場
所
が

神
社
に
な
っ
た
た
め
に
、
山
も
聖
な
る

も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
で
も
、
も
と
も

と
は
太
陽
が
万
物
の
マ
ナ
で
す
。
そ
し

て
、
太
陽
と
山
と
遙
拝
所
が
セ
ッ
ト
に

な
る
。
だ
か
ら
、
太
陽
の
信
仰
も
あ
れ

ば
、
山
の
信
仰
も
あ
れ
ば
、
遙
拝
所
の

信
仰
も
あ
る
。
そ
の
遙
拝
所
が
神
社
で

あ
り
、
鎮
守
の
森
な
ん
で
す
よ
。

そ
こ
は
た
い
て
い
水
源
の
涵
養
林
で

す
か
ら
、
鎮
守
の
森
に
は
必
ず
水
が
出

る
。
そ
れ
と
、
昔
多
か
っ
た
の
は
沼
。

鎮
守
の
森
に
沼
が
あ
っ
た
と
い
う
所
は

多
い
。
地
下
水
が
湧
く
よ
う
な
、
そ
う

ら
ぎ
の
音
が
、
お
釈
迦
様
の
説
法
で
す
﹂

と
言
う
。
庭
が
仏
像
だ
と
い
う
わ
け
で

す
。奈

良
の
南
都
六
宗
は
国
家
鎮
護
の
お

寺
で
す
か
ら
、
今
で
も
行
く
と
み
な
さ

ん
仏
像
を
拝
み
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
京

都
に
は
禅
宗
系
の
寺
が
多
い
た
め
か
、

み
ん
な
庭
を
見
に
来
る
。
そ
う
い
う
庭

の
中
心
に
あ
る
の
が
水
の
せ
せ
ら
ぎ
な

ん
で
す
ね
。
庭
園
は
基
本
的
に
は
小
自

然
で
す
が
、
日
本
の
庭
園
に
は
よ
く
見

る
と
中
自
然
的
な
要
素
が
多
い
。

さ
ら
に
道
元
の
曹
洞
宗
に
な
る
と
庭

さ
え
も
否
定
し
て
、﹁
大
自
然
こ
そ
が
仏

様
﹂
と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
。

庭
の
原
型
は

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
カ
ミ
サ
マ

の
依
代
と
し
て
の
庭
の
原
型
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。

神
社
に
行
く
と
白
洲
が
あ
り
ま
す
ね
。

あ
れ
が
実
は
庭
の
原
型
な
ん
で
す
。

森
の
中
に
カ
ミ
サ
マ
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
神
社
の
白
洲

に
お
呼
び
す
る
。
そ
の
と
き
、
虫
や
他

の
動
物
が
来
な
い
よ
う
に
、
そ
の
場
を

生
き
も
の
が
嫌
う
真
っ
白
な
色
に
し
て

し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
う
し
て
清
浄
に

し
て
カ
ミ
サ
マ
が
降
り
て
く
る
と
い
う

の
が
、
庭
の
お
こ
り
で
す
。

で
は
、
そ
の
カ
ミ
サ
マ
と
は
何
か
。

こ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
で

し
ょ
う
が
、
日
本
人
は
基
本
的
に
太
陽
、

そ
し
て
火
を
カ
ミ
サ
マ
と
思
っ
て
い
る
。

日
本
人
の
信
仰
は
マ
ナ
イ
ズ
ム
で
す
。

マ
ナ
（
注
）
を
、
日
本
語
で
は
﹁
玉た

ま

﹂

と
呼
び
ま
す
が
、
魂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

魂
は
虫
で
も
持
っ
て
い
て
、
こ
そ
う
い

う
魂
を
尊
ぶ
の
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
い

い
う
場
所
が
鎮
守
の
森
に
な
る
ん
で
す
。

日
本
の
場
合
そ
う
い
う
水
の
あ
る
場

所
、
鎮
守
の
森
を
中
心
に
村
が
で
き
、

そ
こ
で
村
の
会
合
を
し
た
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
水
と
村
と
森
は
一
体
化
し
た

も
の
な
ん
で
す
ね
。

こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
な
る
と
ま
っ

た
く
異
な
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
図
で
、
カ
ト
リ
ッ

ク
信
仰
が
広
ま
る
の
と
、
森
が
な
く
な

る
地
域
と
は
重
な
り
ま
す
。
教
会
の
周

り
に
集
落
が
生
ま
れ
る
の
で
す
が
、
教

会
は
土
地
を
教
会
の
財
産
と
考
え
て
、

木
を
ど
ん
ど
ん
伐
採
し
て
耕
作
地
に
し

た
。
教
会
の
建
物
は
基
本
的
に
石
造
り

で
、
庭
に
も
木
を
植
え
て
い
ま
せ
ん
。

木
を
植
え
て
い
る
の
は
不
思
議
な
こ
と

に
ロ
シ
ア
正
教
だ
け
で
す
ね
。

カ
ト
リ
ッ
ク
は
農
業
主
義
で
あ
っ
て
、

森
林
主
義
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
し
か

し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
感
覚
で
、
ケ
ル
ト
民
族

や
ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
森
を
伐
る
こ
と
に

抵
抗
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

都
市
の
カ
ミ
サ
マ
が
い
な
い

私
は
、
日
本
の
す
ま
い
に
は
い
ろ
い

ろ
な
カ
ミ
サ
マ
が
い
て
、
棲
み
分
け
が

あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
土
間
に
は
竈

や
水
の
カ
ミ
サ
マ
が
い
る
し
、
庭
に
は

別
の
カ
ミ
サ
マ
が
い
る
。
板
敷
き
の
部

屋
に
は
だ
い
た
い
神
棚
が
あ
っ
て
鎮
守

の
カ
ミ
サ
マ
が
、
畳
の
座
敷
に
な
る
と
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日
本
と
西
洋
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
比
べ

て
み
る
と
、
西
洋
に
は
バ
ル
コ
ニ
ー
が

あ
ま
り
無
い
ん
で
す
ね
。
あ
ん
な
も
の

が
あ
る
と
泥
棒
に
入
ら
れ
て
危
な
く
て

仕
方
が
な
い
し
、
必
要
を
感
じ
な
い
の

で
す
。
し
か
し
日
本
人
に
と
っ
て
は
、

窓
を
開
け
て
大
気
と
つ
な
が
っ
て
い
る

と
い
う
感
覚
は
捨
て
き
れ
な
い
の
で
し

ょ
う
ね
。

日
本
人
は
ど
ん
な
に
近
代
化
し
て
も
、

火
の
よ
う
な
ミ
ニ
太
陽
、
マ
ナ
を
身
に

つ
け
た
い
と
い
う
精
神
文
化
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
文
化
を
持
ち
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
を
、
都
会
の

中
に
も
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
よ
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
公
園
な
の
か
、

川
な
の
か
。

水
辺
を
生
か
し
た
中
自
然
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
が
い
か
に
つ
く

ら
れ
た
の
か
、
ミ
レ
ー
が
描
い
た
﹁
晩

鐘
﹂
を
見
る
と
わ
か
り
ま
す
。
遠
く
に

見
え
る
鐘
楼
に
家
族
が
祈
っ
て
い
る
。

西
洋
の
都
市
は
遠
く
か
ら
で
も
教
会
の

尖
塔
が
見
え
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
都

市
の
中
に
入
る
と
ど
ん
な
に
曲
が
り
く

ね
っ
た
道
で
も
自
然
に
広
場
に
通
じ
、

中
心
に
教
会
が
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
す

と
、
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
寺
院
と
ビ
ッ
グ
ベ

ン
が
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
丘
か

ら
見
え
る
よ
う
に
、
建
物
の
高
さ
を
規

制
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
眺
望
地
点

を
何
カ
所
も
つ
く
る
。
セ
ン
ト
ポ
ー
ル

仏
教
の
世
界
で
す
。
座
敷
と
い
う
の
は
、

冠
婚
葬
祭
を
執
り
行
な
う
部
屋
で
す
か

ら
ね
。
こ
れ
ら
が
き
ち
っ
と
揃
っ
て
い

る
の
が
、
実
は
京
都
の
町
家
で
す
。
だ

か
ら
、
み
ん
な
憧
れ
る
ん
で
す
よ
。

こ
れ
は
家
の
中
の
話
で
す
が
、
町
レ

ベ
ル
に
な
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

日
本
中
に
祭
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

祇
園
祭
で
は
、
約
30
の
鉾
が
出
ま
す
が
、

こ
れ
は
30
の
町
内
会
の
祭
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
ね
。
京
都
の
祭
り
で
は
な
い
。

町
内
と
い
う
の
は
一
つ
の
ミ
ニ
・
ポ
リ

ス
で
あ
っ
て
、
各
町
内
に
一
つ
の
カ
ミ

サ
マ
が
い
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
こ
の
町
内
同
士
を
結
ぶ
、
都

市
の
カ
ミ
サ
マ
と
い
う
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。私

は
よ
く
、
西
洋
の
都
市
を
﹁
リ
ン

ゴ
﹂
に
た
と
え
ま
す
。
芯
が
あ
っ
て
、

種
が
あ
り
、
実
が
あ
っ
て
、
皮
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
都
市
は
﹁
ブ
ド
ウ
﹂

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
種
が
あ
り
、
実
が

あ
り
、
皮
が
あ
る
。
そ
し
て
房
全
体
が

都
市
な
ん
で
す
。
江
戸
八
百
八
町
と
い

う
の
は
、
８
０
８
個
の
ブ
ド
ウ
の
粒
が

集
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
全
体
を
ま

と
め
た
カ
ミ
サ
マ
は
い
な
い
ん
で
す
よ
。

で
す
か
ら
、
町
内
ご
と
に
鎮
守
の
森

が
あ
る
。
た
だ
し
江
戸
の
こ
と
で
す
か

ら
、
す
べ
て
に
森
を
つ
く
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
そ
こ
で
根
津
権
現
や
富
岡

八
幡
宮
な
ど
、
共
通
の
神
を
祀
っ
て
い

る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
根

津
権
現
な
ど
の
鎮
守
の
森
は
﹁
都
市
公

園
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
町
と

だ
ぶ
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
町
内
の
カ
ミ

サ
マ
で
す
か
ら
、
そ
こ
は
セ
ミ
パ
ブ
リ

ッ
ク
と
い
う
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な

い
。
公
と
私
の
中
間
ぐ
ら
い
の
位
置
で

す
ね
。
す
る
と
、
近
代
に
な
っ
て
入
っ

て
き
た
公
園
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と

の
日
本
に
は
な
い
空
間
な
ん
で
す
。

マ
ナ
に
触
れ
ら
れ
る
公
園
を

で
は
、﹁
ど
の
よ
う
な
空
間
が
日
本
の

公
園
に
ふ
さ
わ
し
い
か
﹂
と
い
う
疑
問

が
湧
き
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
が
京
都
に
来
る
と
、

多
く
の
人
が
﹁
山
が
い
い
﹂
と
言
い
ま

す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
平
地
が
多
く
風
景
の
変
化
は
乏
し
い

し
、
大
河
と
小
川
は
あ
る
け
れ
ど
中
小

河
川
が
無
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
日
本

は
山
も
川
も
多
い
。
私
は
、
川
や
水
系

を
活
か
し
て
里
川
を
つ
く
っ
た
ら
、
そ

れ
が
ま
さ
に
公
園
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ
れ
が
無

い
か
ら
仕
方
な
く
花
壇
を
つ
く
っ
て
い

る
の
で
す
。

日
本
人
に
は
、
自
然
を
敬
う
気
持
ち

が
共
通
し
て
あ
る
。
何
と
な
く
人
工
物

よ
り
も
自
然
の
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
西
洋
の
人
と
違
う
と
こ

ろ
で
す
。
だ
か
ら
、
都
会
と
い
う
よ
う

な
人
工
的
な
空
間
に
住
ん
で
い
る
と
、

日
本
人
は
何
と
な
く
も
の
足
ら
な
く
な

っ
て
く
る
の
で
す
。

は
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
中
心
、
ビ
ッ
グ

ベ
ン
は
議
会
の
中
心
。
い
ま
だ
に
こ
れ

を
守
っ
て
、
ま
ち
の
景
観
を
乱
す
建
物

の
高
さ
規
制
を
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
ま
ち
は
、
形
成

の
さ
れ
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
違
う
の

で
す
。
だ
か
ら
、
公
園
だ
け
持
っ
て
き

て
も
馴
染
ま
な
い
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

日
本
は
、
こ
れ
ま
で
集
落
か
ら
山
を

見
て
き
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
外
か
ら

都
市
を
見
た
の
で
は
な
く
、
都
市
の
中

か
ら
外
の
山
を
見
て
き
た
。
で
す
か
ら
、

東
京
に
は
至
る
所
に
富
士
見
坂
が
あ
り

ま
す
。
江
戸
っ
子
に
と
っ
て
は
、
富
士

山
が
山
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
京
都
な
ら

比
叡
山
、
大
坂
な
ら
生
駒
山
。
そ
う
し

た
聖
な
る
山
を
拝
む
場
所
が
神
社
だ
っ

た
わ
け
で
、
そ
れ
を
大
切
に
し
な
く
て

は
い
け
な
い
の
で
す
。

東
京
な
ら
ば
、
富
士
山
が
見
え
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
な
中
自
然
を
も
う
一
度
つ
く

る
べ
き
な
ん
で
す
よ
。
い
わ
ば
、
現
代

版
鎮
守
の
森
で
す
。
そ
こ
に
は
、
川
や

水
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
流
の
自

然
と
の
関
係
の
取
り
方
な
ん
で
す
。

そ
う
い
う
も
の
は
無
い
け
れ
ど
、
そ

れ
が
本
当
の
意
味
で
の
日
本
の
都
市
公

園
に
な
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
新

し
い
日
本
人
の
精
神
的
な
拠
り
所
と
な

り
ま
す
よ
。
そ
こ
に
は
虫
も
い
れ
ば
、

魚
も
い
る
。
そ
し
て
、
生
態
系
の
持
つ

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
場

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味

を
持
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

東京・渋谷に約4000
坪の鎮守の森を守る
氷川神社。参道脇の
相撲場では大相撲の
奉納が行なわれ「金
王の相撲」、「渋谷の
相撲」などといわれ
て、将軍家にも「渋
谷の相撲なら見に行
こう」といわれるほ
ど人気があったとい
う。秋の例祭に行な
われていた相撲は、
現在も季節を変えて
続いているという。
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虫
聴
き
が
意
味
す
る
こ
と

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
は
﹁
音
の
風

景
﹂
の
こ
と
で
す
が
、﹁
音
﹂
だ
け
で
は

な
く
、
﹁
静
寂
﹂
や
そ
の
場
の
﹁
気
配
﹂

も
問
題
に
し
ま
す
。
最
終
的
に
は
耳
だ

け
で
は
な
く
、
五
感
で
風
景
を
感
じ
、

味
わ
う
こ
と
が
大
切
だ
と
す
る
考
え
方

で
す
。
景
色
と
い
う
と
、
私
た
ち
は
と

か
く
視
覚
か
ら
く
る
情
報
に
と
ら
わ
れ

が
ち
で
す
。
し
か
し
海
辺
に
行
っ
た
と

き
に
は
、
潮
騒
の
ざ
わ
め
き
や
水
鳥
の

鳴
き
声
、
湿
り
気
の
あ
る
磯
の
香
り
、

足
の
下
の
砂
の
感
触
や
温
度
と
い
う
よ

う
に
、
五
感
を
全
部
動
員
し
て
﹁
海
辺
﹂

を
感
じ
と
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

公
園
も
同
様
に
、
本
来
は
五
感
全
体

を
充
足
さ
せ
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

で
も
最
近
の
公
園
は
、
視
覚
的
に
は
う

ま
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
て
も
、
音
環

境
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
公
園
の
音

が
大
切
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
で
は
美

し
い
人
工
音
を
加
え
て
い
こ
う
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

敷
地
が
自
動
車
専
用
道
路
に
取
り
囲
ま

れ
、
音
の
面
で
は
む
し
ろ
ひ
ど
い
場
所

と
な
っ
て
い
る
公
園
も
あ
る
と
い
っ
た

こ
と
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と

で
す
。

日
本
に
は
音
風
景
を
愛
す
る
文
化
が

連
綿
と
生
き
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代

の
人
た
ち
は
風
景
を
楽
し
む
と
き
に
、

音
も
大
事
に
し
て
、
そ
れ
を
愛
で
る
習

慣
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が

わ
か
る
の
が
歌
川
広
重
の
描
い
た
﹃
東

都
名
所
道
灌
山
虫
聴
之
図
﹄
で
す
。

道
灌
山
は
現
在
の
西
日
暮
里
か
ら
田

端
寄
り
の
台
地
で
、
江
戸
時
代
は
虫
の

音
の
名
所
で
し
た
。
こ
の
浮
世
絵
に
は
、

虫
の
音
を
聴
く
た
め
に
集
う
当
時
の

人
々
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
見

た
目
に
も
風
光
明
媚
な
所
で
し
た
が
、

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
特
に
虫
の
声

を
楽
し
む
た
め
、
人
々
が
わ
ざ
わ
ざ
こ

の
場
所
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
花
見
と

同
じ
で
す
ね
。

花
見
は
近
代
以
降
も
残
り
ま
し
た
が
、

﹁
虫
聴
き
﹂
と
い
う
聴
覚
的
な
風
習
は
忘

れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
明
治
以
降

に
受
容
し
た
西
洋
近
代
の
美
意
識
が
ビ

ジ
ュ
ア
ル
中
心
の
世
界
で
し
た
の
で
、

音
風
景
は
弱
体
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。さ

ら
に
、
こ
こ
は
虫
の
な
か
で
も
マ

ツ
ム
シ
の
名
所
で
し
た
。
マ
ツ
ム
シ
は

湿
潤
な
所
に
棲
む
虫
な
の
で
、
地
面
が

乾
く
と
、
す
ぐ
に
い
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
虫
の
音
が
い
い
と
い
う
こ
と
は
、

生
態
系
的
に
も
豊
か
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
虫
聴
き
の
名
所
に
な
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米
に
は
、
日
本
の

よ
う
に
虫
の
音
に
耳
を
傾
け
る
文
化
が

あ
り
ま
せ
ん
。
草
む
ら
の
中
の
虫
だ
け

で
な
く
、
虫
籠
に
ま
で
入
れ
て
音
源
で

鳥越けい子
とりごえけいこ

聖心女子大学教授・サウンドスケープ研究家

1955年生まれ
東京芸術大学大学院音楽研究科修了 ヨーク大学芸術学部修士課程修了

主な著書に
『サウンドスケープ』（鹿島出版会 1997）

共訳書にR.マリー・シェーファー『世界の調律』（平凡社 1986）
同『サウンド・エデュケーション』（春秋社 1992）他

ランドスケープにおける音風景の復権

五感で味わう公園
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広
重
は
江
ノ
島
も
描
い
て
い
ま
す
。

﹃
相
州
江
之
嶋
弁
才
天
開
帳
参
詣
群
集
之

図
﹄。
こ
こ
の
弁
天
さ
ま
は
、
妙
音
弁
財

天
と
い
い
ま
す
。
江
の
島
は
、
音
を
祀

る
島
だ
と
い
う
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の

歌
舞
伎
役
者
な
ど
、
芸
能
人
や
音
曲
関

係
者
は
江
ノ
島
詣
で
を
し
ま
し
た
。
今

の
よ
う
に
橋
は
な
く
、
潮
が
引
い
た
と

き
に
し
か
渡
れ
な
い
聖
地
で
し
た
。

江
島
神
社
の
氏
子
総
代
の
方
に
お
話

を
う
か
が
う
と
﹁
こ
こ
の
本
当
の
ご
神

体
は
江
ノ
島
な
ら
で
は
の
音
、
岩
屋
に

響
く
波
の
音
﹂
と
お
っ
し
ゃ
る
。
こ
れ

は
、
島
の
裏
側
に
あ
る
﹁
岩
屋
﹂
と
呼

ば
れ
る
洞
窟
に
反
響
す
る
相
模
湾
の
波

音
の
こ
と
。
で
す
か
ら
岩
屋
ま
で
来
て
、

こ
こ
の
音
風
景
を
聞
く
こ
と
に
意
味
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
野
外
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
な

っ
て
い
る
現
在
の
岩
屋
で
は
、
龍
の
鳴

き
声
に
似
せ
た
電
子
音
を
流
し
て
い
る
。

島
の
地
形
が
あ
る
時
期
に
変
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
岩
屋
に
轟
く
波
音
が
弱
く

あ
る
虫
の
音
を
楽
し
も
う
と
す
る
感
覚

は
、
多
分
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
に
は
わ
か

ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
こ
こ

で
大
事
な
こ
と
は
、
日
本
に
は
自
然
の

音
を
美
的
に
愛
で
る
と
い
う
、
自
然
の

音
と
人
間
の
関
係
の
取
り
結
び
方
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
風
景
美
学
の

一
部
と
し
て
音
の
文
化
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

水
音
の
聞
こ
え
る
場

同
じ
く
広
重
の
絵
に
、﹃
名
所
江
戸
百

景
廣
尾
ふ
る
川
﹄
が
あ
り
ま
す
。
私
が

勤
務
し
て
い
る
聖
心
女
子
大
学
が
あ
る

現
在
の
広
尾
か
ら
は
想
像
も
つ
き
ま
せ

ん
が
、
当
時
の
﹁
広
尾
の
原
﹂
は
江
戸

市
中
の
人
々
が
自
然
に
触
れ
合
う
場
所
。

そ
れ
も
野
生
的
な
自
然
で
は
な
く
、
愛

で
る
対
象
、
親
し
む
対
象
と
し
て
の
自

然
の
あ
る
場
所
で
し
た
。

当
時
は
公
園
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
、

い
わ
ば
都
市
公
園
の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
て
い
た
場
所
だ
っ
た
と
も
い
え
ま
す

ね
。
広
尾
は
昔
の
渋
谷
川
︵
古
川
︶
が

流
れ
る
湿
潤
な
場
所
だ
っ
た
の
で
、
ホ

タ
ル
狩
り
や
虫
聴
き
の
場
と
し
て
も
有

名
で
し
た
。
今
で
は
渋
谷
川
も
暗
渠
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
い
ろ
い
ろ

な
水
音
が
聞
こ
え
て
い
た
は
ず
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
々
が
憩
い
を
求
め
、

集
ま
る
場
所
の
多
く
に
は
、
川
や
池
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
水
が
あ
り
ま
す
。
生
態

系
的
に
も
豊
か
で
、
水
以
外
の
い
ろ
い

ろ
な
自
然
の
音
も
聞
こ
え
る
。
す
る
と
、

人
々
が
集
ま
る
の
で
﹁
音
曲
﹂
も
聞
こ

え
て
き
ま
す
。
向
島
の
川
端
に
あ
る
遊

興
地
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
場
所

で
す
ね
。
広
く
考
え
る
と
人
間
も
動
物

で
す
か
ら
、
水
辺
に
行
っ
て
う
れ
し
く

な
っ
て
騒
ぐ
と
、
そ
れ
自
体
も
水
辺
の

音
風
景
の
一
部
に
な
る
わ
け
で
す
。

水
音
の
浄
化
力

京都府左京区詩仙堂

『廣尾水車』鈴木棠三・朝倉治彦校註『江戸名所図会（三）』（角
川書店1967）より

風
景
を
楽
し
み
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
は

当
然
音
も
含
ま
れ
ま
す
。
本
物
の
庭
は

音
も
含
め
た
設
計
が
さ
れ
て
い
ま
す
し
、

庭
園
の
な
か
に
は
、
音
の
風
景
を
楽
し

む
た
め
の
特
別
な
工
夫
や
装
置
を
も
っ

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
日
本
の
庭
園
に
は
、
水
琴
窟

や
鹿
威

し
し
お
ど

し
の
よ
う
な
装
置
が
あ
り
ま
す
。

テ
レ
ビ
の
効
果
音
と
し
て
使
わ
れ
る
鹿

威
し
は
﹁
カ
ー
ン
﹂
と
甲
高
く
響
き
ま

す
が
、
実
際
の
も
の
は
あ
ん
な
音
は
し

ま
せ
ん
。
竹
が
水
で
湿
っ
て
い
る
の
で

あ
ん
な
乾
い
た
音
は
し
な
い
の
で
す
。

実
際
に
は
﹁
ガ
ダ
ン
﹂
と
い
う
よ
う
な
、

あ
ま
り
冴
え
な
い
音
で
す
。

鹿
威
し
を
、
最
初
に
庭
に
取
り
入
れ

た
の
は
江
戸
時
代
の
初
め
、
京
都
に
詩

仙
堂
を
つ
く
っ
た
石
川
丈
山
で
す
。
鹿

威
し
の
﹁
鹿
﹂
は
四
つ
足
動
物
と
い
う

意
味
で
す
か
ら
、
動
物
が
畑
を
荒
ら
さ

な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
が
、

こ
れ
は
や
は
り
、
想
像
力
を
要
求
せ
ず
、

音
を
直
接
聞
か
せ
よ
う
と
い
う
浅
薄
な

文
明
が
入
り
込
ん
で
き
た
た
め
と
言
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
江
ノ

島
で
、
岩
屋
で
波
の
音
を
聞
け
た
ら
、

さ
ぞ
素
敵
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
王

子
の
滝
や
等
々
力
渓
谷
も
そ
う
で
す
が
、

こ
う
し
た
水
音
に
は
、
人
間
を
浄
化
す

る
働
き
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

同
じ
こ
と
は
川
の
音
に
も
い
え
ま
す
。

﹃
春
の
小
川
﹄
と
い
う
歌
で
、
渋
谷
川
は

﹁
さ
ら
さ
ら
﹂
と
水
音
を
立
て
て
い
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
音
を
聴
い
た
人

の
心
は
、
大
い
に
休
ま
っ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。
で
も
、
そ
う
い
う
音
を
発
し
て

い
た
場
所
が
暗
渠
に
な
り
、
下
水
路
に

な
り
、
都
市
の
機
能
と
し
て
水
は
流
れ

て
い
る
の
に
音
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
。

気
持
ち
が
い
い
の
で
、
人
が
集
ま
り

﹁
音
曲
の
場
﹂
と
し
て
も
発
展
し
た
都
市

の
水
辺
空
間
か
ら
、
そ
う
い
う
働
き
が

失
わ
れ
て
い
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
す
。

静
寂
を
聴
く

現
在
の
都
市
公
園
に
は
、
も
と
庭
園

で
あ
っ
た
場
所
も
多
い
で
す
ね
。
庭
園

と
い
う
の
は
自
然
に
対
し
て
手
が
加
え

ら
れ
た
場
所
で
、
人
間
の
好
み
に
合
う

よ
う
に
風
景
が
処
理
さ
れ
た
場
所
と
も

い
え
ま
す
。

人
間
は
本
来
、
五
感
全
体
を
使
っ
て
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な
い
よ
う
使
わ
れ
て
い
た
民
具
で
し
た
。

似
た
よ
う
な
も
の
は
バ
リ
島
に
も
あ
り

ま
す
。
漢
詩
や
書
に
長
じ
、
優
れ
た
文

人
で
も
あ
っ
た
石
川
丈
山
は
、
自
分
の

終
の
棲
家
と
し
て
こ
の
庵
と
庭
を
造
っ

た
。
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
そ
こ
に
鹿

威
し
を
据
え
た
の
は
、
獣
避
け
と
い
う

よ
り
は
、
庭
の
﹁
音
の
意
匠
﹂
と
し
て

持
っ
て
き
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
し

ょ
う
。

詩
仙
堂
の
縁
側
に
座
っ
て
庭
を
眺
め

て
い
る
と
き
、
音
源
つ
ま
り
鹿
威
し
は

ず
い
ぶ
ん
離
れ
た
所
に
設
置
さ
れ
て
い

る
の
で
、
全
く
見
え
ま
せ
ん
。
自
分
が

そ
こ
で
心
穏
や
か
に
暮
ら
そ
う
と
い
う

空
間
に
、
あ
え
て
﹁
ガ
タ
ン
﹂
と
い
う

音
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
の
は
興
味
深

い
で
す
よ
ね
。

そ
こ
で
も
し
、
と
て
も
良
い
音
が
響

い
て
き
た
ら
、
そ
の
音
に
集
中
し
て
し

ま
い
ま
す
よ
ね
。
で
も
、
音
そ
の
も
の

は
む
し
ろ
素
朴
な
音
な
の
で
、
音
と
音

と
の
間
の
静
寂
に
意
識
が
い
く
。
京
都

の
中
で
も
人
里
離
れ
た
寂
し
い
所
に
来

た
か
ら
こ
そ
自
分
を
律
す
る
と
い
う
の

か
。
う
る
さ
い
所
か
ら
静
か
な
所
に
行

く
と
い
っ
た
変
化
が
な
い
と
、
静
け
さ

が
当
た
り
前
に
な
り
、
意
識
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
時
々
、
ふ
と
物
音
が

し
て
意
識
が
覚
醒
さ
れ
、
そ
の
こ
と
で

一
層
静
け
さ
に
心
を
寄
せ
る
と
い
う
意

図
で
、
鹿
威
し
を
導
入
し
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
説
は
、
納
得
が
い
く
気
が

し
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
静
寂
は
﹁
虚
ろ
な
静

け
さ
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
雨
の
音
や

虫
の
声
な
ど
、
季
節
ご
と
に
庭
が
発
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
音
に
満
た
さ
れ
た
﹁
豊

か
な
静
寂
﹂
で
す
。
鹿
威
し
の
音
に
は

い
く
つ
か
の
解
釈
が
可
能
で
し
ょ
う
が
、

﹁
ガ
タ
ン
﹂
と
響
く
音
と
音
の
間
の
静
寂
、

豊
か
な
土
地
の
声
を
聴
く
と
い
う
意
図

が
丈
山
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

一
方
、
水
琴
窟
は
蹲
踞
︵
つ
く
ば
い
︶

の
下
の
地
中
に
あ
る
。
し
ゃ
が
ん
で

﹁
つ
く
ば
っ
て
﹂
手
を
洗
っ
た
後
、
し
ば

ら
く
し
て
水
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
慌

て
て
立
ち
去
る
と
聞
こ
え
な
い
し
、
ゆ

っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
な
い
と
聞
こ

え
て
こ
な
い
音
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
周

囲
の
騒
音
レ
ベ
ル
が
高
く
て
も
聞
こ
え

ま
せ
ん
。
一
時
期
、﹁
日
本
に
は
水
琴
窟

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
わ
れ

た
の
は
、
装
置
と
し
て
の
ハ
ー
ド
は
残

っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
く

諸
々
の
条
件
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
化
し
た
以
降

の
日
本
で
は
、
そ
の
よ
う
な
繊
細
な
音

風
景
の
美
学
が
伝
わ
り
に
く
い
こ
と
は

確
か
で
す
。

音
風
景
に
も
風
土
が
あ
る

鹿
威
し
は
今
、
世
界
中
に
知
ら
れ
て

い
て
、
パ
リ
の
日
本
庭
園
に
も
あ
り
ま

す
。
で
も
、
見
て
い
る
人
は
﹁
動
く
彫

刻
﹂
と
し
て
見
て
い
る
面
が
あ
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
日
本
の
庭
の
中
で
育

ま
れ
た
音
の
風
景
美
学
を
受
け
継
ぎ
伝

え
る
こ
と
が
、
い
か
に
大
切
か
つ
難
し

い
こ
と
か
を
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

フ
ラ
ン
ス
に
行
く
と
動
物
の
口
か
ら
水

が
流
れ
出
て
く
る
掛
樋
が
い
ろ
い
ろ
あ

る
し
、
プ
リ
ニ
ア
ナ
荘
の
よ
う
に
屋
敷

の
中
の
各
部
屋
に
水
が
引
き
込
ま
れ
て

い
た
り
、
ロ
ー
マ
の
チ
ボ
リ
公
園
で
は
、

噴
水
の
音
が
よ
り
聞
こ
え
る
よ
う
に
グ

ロ
ッ
タ
の
よ
う
な
反
響
板
が
つ
い
て
い

た
り
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
そ

う
い
う
水
に
関
す
る
装
置
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
基
本
的
に

乾
燥
し
た
気
候
な
の
で
、
そ
う
し
た
工

夫
ま
で
し
て
水
音
を
聴
き
た
い
と
い
う

気
持
ち
は
分
る
気
が
し
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
日
本
で
同
じ
よ
う
な
演

出
を
し
た
ら
、
私
と
し
て
は
、
少
し
や

り
す
ぎ
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
同
様
に
、

井
の
頭
公
園
の
噴
水
に
も
違
和
感
を
感

じ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
な
ら
い
い
の

で
し
ょ
う
が
、
日
本
の
湧
水
池
に
噴
水

と
い
う
こ
と
に
は
違
和
感
を
感
じ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
地
下
水
の
汲
み
上
げ
な
ど

に
よ
っ
て
水
が
湧
か
な
く
な
っ
た
現
在

の
池
に
、
そ
の
よ
う
な
噴
水
が
必
要
な

事
情
は
分
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本

来
の
水
の
豊
か
さ
を
失
っ
た
こ
と
を
象

徴
す
る
か
の
よ
う
で
、
噴
水
を
悲
し
く

思
う
の
で
す
。

問
題
は
、
公
園
の
噴
水
が
良
い
か
悪

い
か
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の

来
歴
や
風
土
に
相
応
し
い
公
園
の
風
景

京都・詩仙堂
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に
と
っ
て
﹁
水
音
の
変
容
﹂
は
重
要
な

テ
ー
マ
の
一
つ
で
す
。
水
と
い
う
の
は

死
ぬ
こ
と
が
な
く
、
生
成
流
転
し
て
い

き
ま
す
。
雨
と
な
り
、
泡
立
つ
小
川
と

な
り
、
滝
と
な
り
、
深
く
澱
ん
だ
川
と

な
り
、
永
遠
に
姿
を
変
え
な
が
ら
生
き

続
け
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
公
園

と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
水

音
が
凝
縮
し
て
感
じ
ら
れ
る
場
で
あ
っ

て
も
い
い
わ
け
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
演
出
を
駆
使
し
て
、
い
ろ

い
ろ
な
水
の
在
り
方
を
見
せ
て
い
こ
う

と
い
う
西
洋
の
庭
づ
く
り
の
気
持
ち
は

わ
か
ら
な
く
も
な
い
。

で
も
日
本
の
都
市
で
は
、
例
え
ば
京

都
の
貴
船
で
も
そ
う
で
す
が
、
都
心
か

ら
一
、
二
時
間
以
内
の
す
ぐ
身
近
な
と

こ
ろ
に
、
自
然
の
水
の
流
れ
を
体
験
で

き
る
場
所
が
あ
る
。

そ
う
い
う
場
に
は
水
音
が
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
水
鳥
の
声
、
葦
の
触
れ
合

う
音
、
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
な
ど
、
実
に

多
様
な
音
が
し
ま
す
。
で
も
不
思
議
な

こ
と
に
、
そ
う
い
う
自
然
の
音
は
う
る

さ
い
と
は
感
じ
な
い
。
水
が
あ
る
こ
と

で
育
ま
れ
る
多
く
の
生
命
と
植
物
、
本

来
の
生
態
系
は
、
私
た
ち
人
間
も
含
め

そ
の
風
景
全
体
を
育
む
世
界
そ
の
も
の

だ
か
ら
で
し
ょ
う
。

音
に
は
、
情
報
の
全
方
向
性
が
あ
り

ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
と
、
音
に
し

て
も
形
に
し
て
も
新
し
い
も
の
を
作
り

加
え
て
い
く
こ
と
︵
プ
ラ
ス
の
ア
ク
シ

ョ
ン
︶
を
す
ぐ
に
考
え
が
ち
で
す
が
、

不
要
な
も
の
を
除
去
︵
マ
イ
ナ
ス
︶
し

た
り
、
大
切
な
も
の
を
保
全
す
る
︵
ゼ

ロ
の
︶
発
想
で
行
な
う
デ
ザ
イ
ン
も
重

要
で
す
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
考
え

五感で味わう公園

に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。

そ
の
こ
と
は
、
音
に
限
ら
ず
、
五
感
に

訴
え
る
す
べ
て
の
風
景
に
対
し
て
言
え

る
こ
と
な
の
で
す
。

原
風
景
と
し
て
の
水

池
の
よ
う
な
水
と
の
関
係
に
お
い
て
、

都
市
公
園
に
は
大
き
く
３
つ
の
タ
イ
プ

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
第
一
は
、
も
と

も
水
が
湧
い
て
い
る
場
所
で
、
東
京
で

い
え
ば
善
福
寺
公
園
、
井
の
頭
公
園
、

三
宝
寺
池
公
園
な
ど
で
す
。

第
二
は
、
日
比
谷
公
園
の
よ
う
な
人

為
的
な
水
場
が
造
ら
れ
た
公
園
。

第
三
は
、
代
々
木
公
園
、
明
治
神
宮

の
よ
う
な
、
も
と
も
と
自
然
の
水
場
は

あ
っ
た
け
ど
人
工
と
自
然
の
間
の
よ
う

な
土
地
の
来
歴
を
も
っ
た
公
園
。

そ
れ
ぞ
れ
の
公
園
で
、
水
の
音
の
在

り
方
は
違
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
、
日
比
谷
公
園
や
上
野
公
園
に
あ

る
噴
水
は
自
然
な
感
じ
が
し
ま
す
。
一

方
、
井
の
頭
公
園
の
よ
う
に
池
や
川
の

中
の
噴
水
は
見
て
い
て
落
ち
着
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
水
源
が
涸
れ
て
池
の
水
質
を

維
持
す
る
た
め
に
、
噴
水
と
い
う
方
法

で
水
を
撹
拌
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

っ
た
の
だ
、
と
い
う
理
屈
が
わ
か
っ
て

い
て
も
、
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
る
の

で
す
。
現
在
は
公
園
に
な
っ
て
い
る
と

は
い
え
、
そ
の
土
地
の
在
り
方
は
ど
こ

ま
で
い
っ
て
も
水
の
出
自
、
水
の
本
来

あ
る
姿
と
の
関
係
が
断
ち
き
れ
な
い
か

ら
で
す
。

私
が
ま
だ
子
ど
も
の
こ
ろ
、
善
福
寺

公
園
で
は
、
雨
が
降
る
と
池
の
周
囲
か

ら
ご
ぼ
ご
ぼ
水
が
噴
き
出
し
て
き
て
、

ま
さ
に
湧
水
の
土
地
を
実
感
さ
せ
る
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。
古
老
の
方
に
う
か

が
う
と
、﹁
昔
は
池
で
泳
い
で
い
る
と
き
、

底
か
ら
水
が
湧
い
て
い
る
場
所
が
わ
か

っ
た
よ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
る
。
湧
水
池
に

あ
る
公
園
に
﹁
地
下
の
音
風
景
﹂
と
い

う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
表
の
公

園
に
は
そ
れ
が
自
然
に
に
じ
み
出
て
く

る
よ
う
な
、
こ
の
下
に
豊
か
な
地
下
水

が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
る
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ー
ス
と
し
て
の
公
園
の
在
り
方
を

保
つ
べ
き
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
同
時

に
、
上
か
ら
降
っ
て
く
る
雨
の
イ
ン
タ

ー
フ
ェ
ー
ス
の
場
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

世
界
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
、
人
類

の
音
風
景
を
考
え
た
と
き
、
水
音
と
い

う
の
は
原
風
景
で
す
。
水
音
は
、
人
間

が
胎
児
の
と
き
に
子
宮
の
中
で
聞
い
て

い
る
音
で
あ
り
、
そ
の
音
は
生
物
の
発

生
の
記
憶
の
繰
り
返
し
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
地
上
と
地
下
が
水
音

の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
し
て
感
知
で

き
る
空
間
を
身
近
に
置
い
て
お
き
た
い

と
願
う
の
が
、
公
園
に
水
が
欲
し
い
と

い
う
理
由
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

原
風
景
を
感
じ
る
公
園
を

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

方
に
は
、
人
工
音
を
加
え
て
い
く
だ
け

で
は
な
く
、
人
間
活
動
に
伴
っ
て
生
ま

れ
る
音
や
自
然
の
音
、
実
際
に
は
聞
こ

え
な
い
気
配
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
記

憶
の
音
や
伝
承
の
音
ま
で
を
そ
こ
に
含

ん
で
考
え
て
い
こ
う
、
と
い
う
提
案
が

あ
り
ま
す
。

人
間
に
は
五
感
が
あ
る
と
い
い
ま
し

た
が
、
５
つ
に
分
類
さ
れ
る
以
前
に
は
、

全
体
的
な
空
間
の
味
わ
い
方
が
存
在
し

た
は
ず
で
す
。
サ
ウ
ン
ド
で
は
な
く
、

な
ぜ
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
か
と
い
え
ば
、

音
を
き
っ
か
け
と
し
な
が
ら
も
気
配
や

雰
囲
気
を
大
切
に
し
た
い
か
ら
で
す
。

今
の
日
本
で
﹁
音
の
問
題
﹂
が
忘
れ
ら

れ
が
ち
な
た
め
風
景
の
音
の
部
分
を
強

調
し
ま
し
た
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
ト
ー

タ
ル
・
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
中
で
バ
ラ

ン
ス
よ
く
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
位
置

づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

井
の
頭
公
園
で
も
、
代
々
木
公
園
で

も
、
か
つ
て
国
木
田
独
歩
が
描
い
た
よ

う
な
、
武
蔵
野
の
面
影
を
今
で
も
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
公
園
の

景
観
に
、
土
地
の
記
憶
を
保
全
す
る
機

能
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら

の
都
市
公
園
に
、
そ
の
土
地
の
原
風
景

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
景
観
を
を

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
つ
く
っ
て
い
き
た
い

も
の
で
す
。
そ
の
場
合
、
水
の
景
、
水

の
音
風
景
は
常
に
と
て
も
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

井の頭公園の池には水質改善のために、噴水が設けられているが、
いまだにアオコは消えていない。



遊
び
の
四
元
素

今
、
都
市
の
公
園
に
は
、
子
ど
も
の

姿
を
見
る
こ
と
が
稀
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
い
っ
た
ら
、
公
園
で
遊
ぶ
子

ど
も
が
い
な
く
な
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
原
因
と
し
て
、
人
口
の
減
少
も
あ

り
ま
す
が
、
日
本
の
都
市
の
環
境
が
子

育
て
し
や
す
い
環
境
よ
り
、
大
人
の
都

合
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

子
ど
も
の
権
利
条
約
に
遊
び
の
権
利

が
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
ど
も

は
遊
び
、
育
つ
存
在
で
す
。
し
か
し
、

人
間
の
成
長
に
と
っ
て
大
切
な
遊
び
の

重
要
性
が
、
日
本
で
は
あ
ま
り
意
識
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
実
な

の
で
す
。

で
す
か
ら
、
プ
レ
ー
パ
ー
ク
が
マ
ス

コ
ミ
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
も
、

今
の
遊
び
の
状
況
と
違
う
と
こ
ろ
に
、

み
な
さ
ん
興
味
を
持
た
れ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

※
プ
レ
ー
パ
ー
ク：

１
９
４
５
年
に
デ
ン
マ
ー
ク
で

ソ
ー
レ
ン
セ
ン
教
授
が
子
ど
も
が
廃
材
置
き
場
で
遊

ん
で
い
る
姿
を
見
た
こ
と
か
ら
始
め
た
廃
材
利
用
の

遊
具
や
小
屋
を
つ
く
る
遊
び
場
で
、
プ
レ
ー
リ
ー
ダ

ー
と
い
う
子
ど
も
の
遊
び
を
見
守
る
人
が
常
駐
す
る

遊
び
場
を
冒
険
遊
び
場
と
い
う
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス

の
ア
レ
ン
卿
夫
人
が
広
め
、
北
欧
を
中
心
に
広
ま
っ

て
い
っ
た
。
日
本
で
は
１
９
７
０
年
代
に
初
め
て
紹

介
さ
れ
、
住
民
主
体
の
自
発
的
な
運
営
に
よ
り
、
現

在
２
０
０
近
い
団
体
が
冒
険
遊
び
場
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
大
き
な
公
園
の
一
画
に
あ
る
冒
険
遊

び
場
を
プ
レ
ー
パ
ー
ク
と
い
う
。
羽
根
木
プ
レ
ー
パ

ー
ク
は
、
１
９
７
９
年
に
開
設
さ
れ
た
日
本
初
の
常

設
冒
険
遊
び
場
。

﹁
遊
び
の
四
元
素
﹂
と
し
て
、
自
然
界

に
あ
る
火
、
水
、
木
、
土
が
子
ど
も
の

遊
び
に
重
要
な
要
素
と
い
う
考
え
方
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
四
元
素
は
、
発
達
心

理
学
の
見
方
か
ら
い
っ
て
も
、
子
ど
も

の
中
に
あ
る
自
然
の
欲
求
を
促
す
大
切

な
要
素
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
遊
び
場

の
中
に
、
こ
れ
ら
を
ど
う
配
置
し
て
い

く
か
が
工
夫
の
し
ど
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。

今
で
は
ご
く
当
た
り
前
に
あ
る
砂
場

で
す
が
、
発
祥
は
19
世
紀
後
半
の
ド
イ

ツ
で
し
た
。
大
き
な
公
園
の
中
に
砂
場

が
盛
ら
れ
、
そ
こ
で
遊
ぶ
子
ど
も
を
警

官
が
監
視
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見

た
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ボ
ス
ト
ン
の
幼
稚

園
へ
持
ち
帰
っ
た
の
が
原
型
で
す
。
砂

と
水
を
合
わ
せ
る
と
泥
ん
こ
に
な
る
。

泥
ん
こ
は
子
ど
も
に
と
っ
て
の
創
造
性

の
源
で
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
保
育
者

に
日
本
の
泥
ん
こ
保
育
の
話
を
す
る
と
、

ほ
と
ん
ど
の
人
は
目
を
輝
か
せ
ま
す
。

で
は
、
日
本
の
公
園
が
そ
う
い
う

﹁
遊
び
の
四
元
素
﹂
を
大
事
に
し
て
き
た

か
と
い
う
と
、
ま
っ
た
く
逆
で
し
た
。

雨
が
降
る
と
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
る
の

で
、
公
園
で
土
は
嫌
わ
れ
ま
す
。
火
や

水
は
危
険
だ
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

樹
木
は
あ
る
け
ど
、
廃
材
を
使
っ
て
秘

密
基
地
を
木
の
上
に
つ
く
っ
た
り
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

水
が
あ
っ
て
も
人
工
的
な
流
れ
で
、

魚
が
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
オ

タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
や
カ
エ
ル
が
い
る
泥
っ

ぽ
い
水
た
ま
り
は
汚
い
と
し
て
排
除
さ

36

木下勇
きのしたいさみ

千葉大学園芸学部教授

1954年生まれ
東京工業大学大学院修了
スイス連邦工科大学留学

主な著書に
『遊びと街のエコロジー』（丸善 1996）他

泥んこ遊びでまちも育つ

遊びと公園の

エコロジー

子供は、仮想の水辺バ
ケツの中でも真剣にな
ってしまう。



37 遊びと公園のエコロジー

れ
ま
す
。
土
や
水
は
、
管
理
の
手
間
が

あ
る
か
ら
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の

で
す
。

象
徴
的
な
例
と
し
て
、
松
戸
の
﹁
水

と
み
ど
り
と
歴
史
の
回
廊
マ
ッ
プ
﹂
に

あ
る
﹁
し
ょ
う
ぶ
公
園
﹂
に
は
、
水
路

も
な
い
し
、
菖
蒲
も
植
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
地
元
の
人
に
訊
く
と
﹁
昔
は
菖
蒲

が
き
れ
い
な
場
所
だ
っ
た
﹂
と
い
い
ま

す
。
管
理
し
に
く
い
、
面
倒
な
も
の
は

ど
ん
ど
ん
排
除
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
い

う
論
法
で
、
自
然
そ
の
ま
ま
の
要
素
と

子
ど
も
が
接
す
る
場
所
は
、
ど
ん
ど
ん

少
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
羽
根
木
の
プ
レ
ー
パ
ー
ク

︵
東
京
・
世
田
谷
区
︶
で
は
、
夏
場
は
子

ど
も
た
ち
が
自
由
な
発
想
で
水
と
遊
ん

で
い
ま
す
。
あ
そ
こ
に
は
水
の
流
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
丘
の
上
か
ら
水
道
の

水
を
ホ
ー
ス
で
流
し
て
、
ウ
ォ
ー
タ
ー

ス
ラ
イ
ダ
ー
の
よ
う
に
し
て
遊
ん
で
い

ま
し
た
。
び
し
ょ
ぬ
れ
、
泥
ん
こ
で
夢

中
に
な
っ
て
遊
ん
で
い
る
。
あ
ん
ま
り

気
持
ち
よ
さ
そ
う
な
の
で
、
見
て
い
た

お
父
さ
ん
も
つ
い
に
一
緒
に
な
っ
て
滑

っ
て
い
ま
し
た
。
夏
に
水
遊
び
を
す
る

の
は
人
間
に
と
っ
て
当
然
の
欲
求
な
ん

で
す
。

羽
根
木
プ
レ
ー
パ
ー
ク
の
よ
う
に
、

﹁
泥
ん
こ
に
な
っ
て
遊
ぶ
の
が
楽
し
い
﹂

こ
と
を
直
感
的
に
感
じ
と
っ
た
り
、
自

分
の
子
供
時
代
の
思
い
出
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
で
き
る
お
母
さ
ん
た
ち
か
ら
支

持
さ
れ
て
、
全
国
に
２
０
０
以
上
の
冒

険
遊
び
場
の
運
動
体
が
あ
り
、
増
え
続

け
て
い
ま
す
。
世
界
的
に
は
冒
険
遊
び

場
が
停
滞
す
る
中
、
日
本
で
運
動
と
し

て
広
が
っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。

都
市
公
園
の
中
の
遊
び
場

日
本
で
公
園
に
遊
び
場
が
必
要
と
思

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の

末
か
ら
大
正
に
か
け
て
で
す
。
そ
し
て
、

盛
ん
に
広
が
っ
て
い
く
の
が
昭
和
の
初

め
で
す
。

日
比
谷
公
園
が
１
９
０
３
年
︵
明
治

36
︶
に
開
園
し
た
と
き
、
３
０
０
坪
の

児
童
遊
園
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
こ
の
児

童
遊
園
は
、
ア
メ
リ
カ
の
モ
デ
ル
プ
レ

イ
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
呼
ば
れ
る
、
児
童
指

導
員
が
い
る
遊
び
場
の
形
態
を
模
し
た

も
の
で
し
た
。
こ
こ
で
、
本
格
的
に
公

園
児
童
指
導
を
始
め
た
の
が
米
国
留
学

か
ら
戻
っ
て
き
た
末
田
ま
す
で
、
１
９

２
４
年
︵
大
正
13
︶
の
こ
と
で
す
。
東

京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
か
ら
東
京
都
の
嘱
託
に
な

っ
た
末
田
は
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
会

の
福
祉
活
動
と
し
て
本
格
的
に
公
園
児

童
指
導
を
展
開
し
ま
し
た
。

子
ど
も
は
従
来
、
道
路
で
遊
ん
で
い

た
の
で
す
。
し
か
し
自
動
車
の
数
が
増

え
て
き
た
こ
と
で
、
道
路
か
ら
子
ど
も

た
ち
は
駆
逐
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
実
際
、

当
時
の
交
通
量
は
増
え
て
お
り
、
１
９

１
０
年
︵
明
治
43
︶
に
市
区
改
正
委
員

の
窪
田
清
太
郎
が
東
京
市
議
会
に
提
出

羽根木プレーパーク
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し
た
﹁
小
公
園
設
置
に
関
す
る
建
議
案
﹂

の
中
に
も
﹁
近
来
市
内
交
通
機
関
ノ
発

達
に
伴
ヒ
、
往
来
益
々
頻
繁
に
赴
ケ
ル

ニ
拘
ワ
ラ
ズ
、
児
童
ノ
多
ク
ガ
通
路
ヲ

馴
駆
ス
ル
ガ
如
キ
、
当
ニ
交
通
ノ
妨
害

タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
危
険
少
シ
ト
セ

ズ
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
も
、
道
で
遊
ん
で
い
た

子
ど
も
が
交
通
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る

と
い
う
問
題
は
あ
り
ま
し
た
。
大
八
車

で
ひ
き
殺
し
て
死
罪
に
な
っ
た
例
が
あ

り
ま
す
。

当
時
は
結
核
や
チ
フ
ス
、
赤
痢
と
い

っ
た
流
行
病
が
蔓
延
し
て
い
ま
し
た
か

ら
、
末
田
ま
す
が
目
指
し
た
の
は
衛
生

的
で
、
車
か
ら
も
安
全
な
遊
び
場
だ
っ

た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
モ
デ
ル
プ
レ
イ
グ
ラ
ウ

ン
ド
は
、
先
に
紹
介
し
た
冒
険
遊
び
場

と
は
違
う
の
で
す
。
児
童
指
導
員
と
プ

レ
ー
リ
ー
ダ
ー
も
、
性
格
が
ま
る
で
違

い
ま
す
。
当
時
の
道
路
や
路
地
に
は
、

遊
び
の
四
元
素
に
触
れ
ら
れ
る
場
は
た

く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
も

の
は
不
衛
生
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

今
の
公
園
の
三
種
の
神
器
と
呼
ば
れ
る

ブ
ラ
ン
コ
・
滑
り
台
・
砂
場
は
、
そ
う

い
う
背
景
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
す
。

健
全
な
精
神
は
健
全
な
肉
体
に
宿
る
、

と
い
う
発
想
で
、
１
９
０
２
年
︵
明
治

35
︶
に
は
鉄
棒
が
日
本
体
育
協
会
か
ら

寄
贈
さ
れ
、
健
康
や
体
力
増
進
に
比
重

が
置
か
れ
た
よ
う
で
す
。

も
っ
と
も
、
末
田
さ
ん
の
指
導
の
中

に
は
、
水
を
使
っ
た
遊
び
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
ね
。
た
だ
、
当
時
は
公
園
で
水

遊
び
を
し
な
く
て
も
、
身
の
回
り
の
川

な
ど
で
水
遊
び
が
で
き
ま
し
た
か
ら
。

三
世
代
遊
び
場
マ
ッ
プ

今
か
ら
四
半
世
紀
前
の
１
９
８
２
年

︵
昭
和
57
︶﹁
三
世
代
遊
び
場
マ
ッ
プ
﹂

と
い
う
も
の
を
、
東
京
・
世
田
谷
区
三

軒
茶
屋
・
太
子
堂
地
区
で
つ
く
り
ま
し

た
。
子
ど
も
・
親
・
祖
父
母
の
三
世
代

に
わ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
子
ど
も
時
代

の
遊
び
の
体
験
に
つ
い
て
話
を
聞
き
集

め
、
３
枚
の
地
図
に
ま
と
め
た
も
の
で

す
。か

つ
て
、
こ
の
あ
た
り
は
烏
山
川
な

ど
が
流
れ
、
子
ど
も
は
そ
こ
で
遊
ん
で

い
た
。
堰
の
あ
た
り
が
恰
好
な
遊
び
場

だ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
１
９
８

２
年
当
時
は
、
も
う
暗
渠
に
な
っ
て
下

水
道
の
幹
線
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
子

ど
も
が
水
遊
び
で
き
る
場
所
は
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
マ
ッ
プ
づ
く
り
の
結
果
わ
か
っ

た
こ
と
は
、
身
近
な
自
然
と
の
つ
き
あ

い
、
共
用
の
暮
ら
し
の
場
、
と
も
に
楽

し
む
人
づ
き
あ
い
、
と
い
う
３
つ
の
か

か
わ
り
が
失
わ
れ
、
そ
の
こ
と
が
子
ど

も
の
遊
び
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

で
し
た
。

現
在
、
４
世
代
目
の
遊
び
場
マ
ッ
プ

を
つ
く
り
始
め
て
い
ま
す
。
ヒ
ヤ
リ
ン

グ
の
結
果
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
の
拠



点
は
学
校
の
校
庭
で
、
日
常
は
ほ
と
ん

ど
家
の
中
で
す
ね
。
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
が

主
流
で
す
。
神
社
の
中
で
の
鬼
ご
っ
こ

は
残
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
現
代
ら
し

い
の
は
、
通
信
機
能
の
あ
る
テ
レ
ビ
ゲ

ー
ム
を
逃
げ
る
ほ
う
が
持
っ
て
、
﹁
そ

っ
ち
に
鬼
が
行
っ
た
﹂
と
や
る
ら
し
い
。

公
園
だ
と
姿
が
丸
見
え
な
の
で
、
茂
み

な
ど
の
隠
れ
る
場
所
が
あ
る
神
社
が
い

い
ん
で
す
ね
。

水
に
対
す
る
悪
い
思
い
出

﹁
三
世
代
遊
び
場
マ
ッ
プ
﹂
づ
く
り

の
後
、
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

か
か
わ
り
ま
し
た
。
プ
ー
ル
の
水
を
引

い
て
せ
せ
ら
ぎ
を
つ
く
る
と
い
う
案
を
、

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
に
提
案
し
ま
し
た
。

私
は
誰
も
が
喜
ぶ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
ら
、
沿
道
に
住
む
人
か
ら
反
対
運
動

が
起
こ
り
、
合
意
形
成
に
２
年
半
か
か

り
ま
し
た
。
緑
道
の
上
に
人
工
的
に
水

を
流
す
の
が
目
標
だ
っ
た
の
で
す
が
、

反
対
し
た
人
か
ら
は
ゴ
ミ
が
溜
ま
る
、

危
な
い
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言

わ
れ
ま
し
た
。

あ
る
お
ば
あ
さ
ん
は
、
昔
の
水
害
の

記
憶
が
あ
っ
て
、﹁
と
に
か
く
水
は
だ
め

だ
﹂
と
言
う
。﹁
プ
ー
ル
の
水
で
あ
ふ
れ

る
こ
と
は
な
い
か
ら
﹂
と
言
っ
て
も

﹁
水
は
嫌
だ
﹂
と
。
さ
ら
に
﹁
ど
ぶ
川
が

臭
か
っ
た
﹂
と
い
う
記
憶
も
残
っ
て
い

て
、
水
の
流
れ
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は

と
て
も
悪
い
も
の
で
し
た
。
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思
い
出
を
聞
き
出
し
な
が
ら
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の

思
い
出
が
反
対
理
由
と
し
て
も
働
い
て

し
ま
い
、
し
か
も
、
楽
し
い
思
い
出
よ

り
も
嫌
な
思
い
出
の
ほ
う
が
強
く
残
っ

て
い
ま
し
た
。

結
局
、
反
対
派
の
人
た
ち
と
も
徐
々

に
歩
み
寄
り
が
で
き
て
、
最
後
の
時
期

に
砧

き
ぬ
た

の
農
業
用
水
路
を
見
に
い
き
ま
し

た
。
そ
こ
は
小
学
校
の
前
ま
で
流
れ
て

き
て
い
て
、
小
学
生
が
管
理
し
て
い
る

も
の
で
し
た
。
農
家
の
庭
先
で
は
、
ト

マ
ト
や
ス
イ
カ
を
冷
や
し
た
り
し
て
活

用
さ
れ
、
そ
う
い
う
自
然
の
生
き
た
水

を
見
て
、﹁
こ
う
い
う
流
れ
な
ら
い
い
﹂

と
、
お
母
さ
ん
た
ち
も
納
得
し
て
く
れ

た
の
で
す
。

自
然
水
の
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
、

井
戸
を
掘
っ
て
地
下
水
と
雨
水
を
使
う

代
替
案
も
つ
く
り
ま
し
た
が
、
結
局
、

プ
ー
ル
か
ら
の
排
水
利
用
に
な
っ
て
１

９
８
８
年
︵
昭
和
63
︶
に
完
成
し
ま
し

た
。
今
の
ほ
う
が
水
へ
の
理
解
が
で
き

て
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
苦
労
し
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
し
、
自
然
水
を
採
用
す
る
案

が
実
現
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

墨
田
区
で
路
地
尊
を
始
め
た
の
が
こ

の
後
だ
っ
た
の
で
、
私
は
悔
し
い
思
い

を
し
た
ん
で
す
よ
。

根
源
的
な
欲
求
に
従
う
の
が
、

遊
び
本
来
の
姿

子
ど
も
は
遊
び
な
が
ら
、
次
々
に
遊
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び
を
考
え
出
し
ま
す
。
鬼
ご
っ
こ
や
泥

の
中
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ラ
イ
ダ
ー
の
よ

う
に
、
自
分
で
生
み
出
す
も
の
で
す
。

川
遊
び
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
遊
び
で

し
た
。
水
の
流
れ
を
読
み
な
が
ら
、
魚

を
つ
か
ま
え
る
た
め
に
、
仕
掛
け
を
ど

の
よ
う
に
つ
く
る
か
と
自
分
で
工
夫
す

る
。
遊
び
と
は
本
来
そ
う
い
う
も
の
で
、

遊
ぶ
こ
と
で
想
像
力
と
か
、
臨
機
応
変

な
対
応
力
、
生
き
る
力
が
身
に
つ
い
て

い
っ
た
ん
で
す
。

体
育
の
よ
う
に
プ
ー
ル
で
泳
ぎ
が
上

手
く
な
る
と
い
う
の
は
説
明
し
や
す
い

け
れ
ど
、
遊
び
は
う
ま
く
説
明
で
き
な

い
。
目
的
が
あ
っ
て
そ
の
た
め
に
す
る

も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
根

源
的
な
欲
求
に
従
っ
て
い
る
だ
け
な
の

で
す
。﹁
そ
れ
を
や
っ
て
何
に
な
る
の
？
﹂

と
い
う
成
果
で
は
な
く
、
根
元
的
な
欲

求
に
従
う
と
い
う
点
が
遊
び
の
重
要
な

と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
、
１

９
７
９
年
︵
昭
和
54
︶
の
国
際
児
童
年

に
、
羽
根
木
プ
レ
ー
パ
ー
ク
の
準
備
を

学
生
と
し
て
手
伝
っ
た
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
冒
険
遊
び
場
を
調
べ
に
行
き
ま
し

た
。な

ん
で
子
ど
も
が
冒
険
遊
び
場
で
わ

く
わ
く
す
る
か
と
い
う
と
、
自
分
の
枠

を
取
り
払
う
自
立
の
欲
求
が
満
た
さ
れ

る
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
秘
密

基
地
や
冒
険
は
面
白
い
。

こ
う
い
う
経
験
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
の
力
を
育
て
る
こ
と
に
役
立

つ
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
目
的

に
し
て
遊
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
が
、
子
ど
も
は
遊
び
な
が
ら
自
分

で
危
険
を
判
断
す
る
力
を
身
に
つ
け
ま

す
。
事
故
が
起
き
る
の
は
、
か
え
っ
て

大
人
な
ど
か
ら
外
的
圧
力
が
か
か
っ
て
、

子
ど
も
が
判
断
で
き
な
い
状
態
に
追
い

込
ま
れ
た
と
き
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ス
イ
ス
の
冒
険
遊
び
場
で
は
、
遊
び

の
四
元
素
を
大
事
に
し
て
い
ま
し
た
。

池
が
な
く
て
も
ホ
ー
ス
の
水
を
掛
け
合

っ
て
、
び
し
ょ
ぬ
れ
に
な
る
。
濡
れ
た

ら
、
廃
材
で
火
を
お
こ
し
て
、
服
を
乾

か
す
。
乾
か
し
て
い
る
う
ち
に
、
お
腹

が
す
い
て
く
る
の
で
、
棒
の
先
に
パ
ン

生
地
を
巻
い
て
焼
い
た
り
し
ま
す
。
こ

れ
が
実
に
お
い
し
い
。
シ
ン
プ
ル
な
遊

び
だ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
は
四
元
素
が

循
環
し
て
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

冒
険
遊
び
場
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
始
ま

っ
た
わ
け
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

だ
ん
だ
ん
行
政
ベ
ー
ス
に
な
り
、
冒
険

性
が
薄
れ
て
い
き
ま
し
た
。
特
に
イ
ギ

リ
ス
で
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
時
代
に

資
金
が
カ
ッ
ト
さ
れ
、
ど
ん
ど
ん
潰
れ

て
い
き
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
は
導
入
時
期

は
遅
れ
ま
し
た
が
、
生
態
系
や
環
境
学

習
の
場
と
も
重
な
っ
て
、
今
で
も
続
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

生
態
系
と
し
て
の
子
ど
も

ビ
オ
ト
ー
プ
を
つ
く
っ
た
と
き
に
、

子
ど
も
が
入
っ
て
遊
ぶ
こ
と
を
ど
こ
ま

「三世代遊び場マップ」－現代版－は1985年（昭和60）当時
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ど
ね
。
子
供
た
ち
も
い
ろ
い
ろ
な
親
の

姿
に
触
れ
て
い
く
こ
と
が
、
自
分
の
成

長
に
と
っ
て
は
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
の
ボ
ー
バ

ン
に
取
材
に
行
き
ま
し
た
。
こ
こ
の
コ

ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
住
宅
で
は
、
自
動
車
を

進
入
禁
止
に
し
て
、
道
路
と
前
庭
の
仕

切
り
も
な
く
し
て
い
ま
す
。
パ
ブ
リ
ッ

ク
と
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
空
間
を
う
ま

く
つ
く
り
、
雨
水
を
溜
め
た
遊
び
場
な

ど
、
土
や
水
を
利
用
し
た
遊
び
の
仕
掛

け
も
あ
り
ま
し
た
。
周
辺
に
残
さ
れ
た

緑
地
に
は
小
川
が
流
れ
、
そ
こ
に
冒
険

遊
び
場
が
新
た
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し

た
。写

真
を
撮
っ
て
い
た
ら
、
通
り
す
が

り
の
人
に
声
を
か
け
ら
れ
た
の
で
す
が
、

も
し
私
が
犯
罪
者
だ
っ
た
ら
、
こ
う
い

う
一
体
感
の
あ
る
地
域
か
ら
は
逃
げ
出

す
で
し
ょ
う
。
道
路
を
生
活
の
舞
台
と

し
て
復
権
さ
せ
た
り
、
遊
び
の
四
元
素

を
生
か
し
た
遊
び
の
仕
掛
け
を
つ
く
っ

た
り
す
る
と
い
う
発
想
は
、
単
に
遊
び

の
効
用
だ
け
を
考
え
て
な
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
地
域
ぐ
る
み
で
子
ど

も
た
ち
を
育
て
よ
う
と
い
う
意
識
の
表

れ
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
は
、
生
態
系
が
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
今
、
人
工
的
で
あ
れ
遊

び
場
を
新
た
に
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
取
り
戻
す

き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
許
す
か
が
議
論
に
な
り
ま
す
ね
。
子

ど
も
を
締
め
出
し
て
保
全
す
る
か
、
子

ど
も
が
遊
ぶ
の
も
生
態
系
の
一
部
と
思

う
か
。
私
は
後
者
で
、
子
ど
も
も
生
態

系
の
一
部
と
捉
え
て
い
ま
す
。
公
園
だ

け
に
、
子
ど
も
や
遊
び
を
閉
じ
こ
め
る

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
で
す
。

１
９
８
０
年
︵
昭
和
55
︶
に
開
校
し

た
習
志
野
市
立
秋
津
小
学
校
で
は
、
田

ん
ぼ
や
ビ
オ
ト
ー
プ
を
つ
く
っ
て
い
ま

す
。﹁
秋
津
小
学
校
区
に
居
住
勤
務
し
て

い
る
人
す
べ
て
を
対
象
に
、
一
人
ひ
と

り
の
趣
味
や
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
的
な
楽

し
み
を
継
続
的
に
行
な
え
る
よ
う
に
応

援
す
る
、
地
域
の
諸
団
体
で
構
成
さ
れ

た
任
意
団
体
﹂
を
﹁
秋
津
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
﹂
と
呼
び
、
地
域
の
大
人
た
ち
が
子

ど
も
た
ち
の
泥
ん
こ
体
験
を
支
援
し
て

い
ま
す
。

子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
親
の
反
応

も
変
わ
っ
て
き
ま
す
ね
。
あ
ん
ま
り
泥

ん
こ
を
嫌
が
ら
な
く
な
り
ま
す
。
家
族

ぐ
る
み
の
関
係
も
で
き
て
き
て
、
着
替

え
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
子
ど
も
が
、

友
だ
ち
の
家
の
お
母
さ
ん
に
洗
濯
し
て

も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
も
出
て
き
ま
し

た
。
子
ど
も
が
泥
ん
こ
遊
び
が
で
き
る

よ
う
な
場
が
、
目
に
見
え
な
い
遠
慮
を

う
ま
く
溶
か
し
て
く
れ
る
と
い
う
可
能

性
は
あ
り
ま
す
。

衛
生
感
で
秩
序
化
さ
れ
、
頭
が
堅
く

な
っ
た
大
人
た
ち
の
関
係
を
、
子
ど
も

た
ち
の
遊
び
場
で
で
き
る
関
係
が
溶
か

し
て
い
く
よ
う
に
な
れ
ば
理
想
で
す
け



今
は
﹁
突
撃
リ
ア
ル
！
　
隣
の
晩
ご
は
ん
﹂
と
い
う

形
で
３
週
間
に
１
回
く
ら
い
や
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
こ

れ
ま
で
20
年
、
３
千
軒
以
上
の
ご
家
庭
の
晩
ご
は
ん
を

見
て
き
ま
し
た
。
日
本
で
行
っ
て
い
な
い
の
は
、
小
笠

原
諸
島
く
ら
い
で
す
ね
。
や
ら
せ
な
し
、
打
合
せ
な
し

で
、
本
当
に
突
然
行
き
ま
す
。﹁
私
は
料
理
が
好
き
な
の

で
、
ぜ
ひ
来
て
く
だ
さ
い
﹂
な
ん
て
ハ
ガ
キ
を
い
た
だ

い
た
り
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
前
も
っ
て
打
合
せ
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
突
然
行
く
と
﹁
今
日

は
ダ
メ
﹂
っ
て
断
ら
れ
た
り
す
る
ん
で
す
か
ら
、
困
っ

ち
ゃ
い
ま
す
。
僕
の
家
に
だ
っ
て
突
然
行
き
ま
し
た
よ
。

鍵
を
か
け
ら
れ
た
っ
て
、
自
分
で
開
け
れ
ば
い
い
ん
だ

し
。
家
族
は
冷
蔵
庫
の
残
り
も
の
で
、
け
ん
ち
ん
う
ど

ん
を
食
べ
て
ま
し
た
。
僕
が
い
な
い
の
に
し
ゃ
ぶ
し
ゃ

ぶ
食
べ
ら
れ
て
る
よ
り
は
い
い
で
す
け
ど
ね
。

行
き
先
を
決
め
る
の
は
い
い
か
げ
ん
で
す
。﹁
そ
ろ
そ

ろ
マ
ツ
タ
ケ
が
食
べ
た
い
か
ら
、
山
梨
県
へ
行
こ
う
﹂

と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
僕
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の
期
限
が

切
れ
ち
ゃ
う
。
千
葉
の
松
戸
で
更
新
す
る
か
ら
、
松
戸

へ
行
こ
う
っ
て
い
う
と
き
も
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
行
き

先
を
決
め
て
い
て
も
、
道
が
混
ん
で
る
か
ら
途
中
で
高

速
道
路
を
降
り
ち
ゃ
え
っ
て
、
別
の
場
所
に
行
く
こ
と

も
あ
る
。
そ
こ
で
家
を
探
す
ん
で
す
。

20
年
も
や
っ
て
い
ま
す
と
、﹁
こ
の
家
は
入
り
や
す
い
﹂

﹁
こ
の
家
は
入
り
に
く
い
﹂
と
い
う
の
は
見
た
だ
け
で
わ

か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
町
並
み
。
猫
が

寝
て
る
。
三
輪
車
や
自
転
車
が
乱
雑
に
置
か
れ
て
る
。

子
供
た
ち
が
遊
ん
で
る
。
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
が
立
ち
話

を
し
て
い
る
︱
︱
。
こ
ん
な
町
は
﹁
息
を
し
て
い
る
﹂

ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
だ
と
、
会
話
が
進
む
し
、

あ
っ
た
か
い
。
視
聴
者
の
み
な
さ
ん
が
観
て
い
て
も
、

ほ
っ
と
す
る
ん
で
す
。
新
興
住
宅
地
で
き
れ
い
な
町
な

ん
だ
け
ど
、
話
し
て
い
て
も
心
が
な
い
よ
う
に
見
え
る

と
こ
ろ
は
ダ
メ
。
息
を
し
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
古
い

家
で
も
雑
巾
が
け
し
て
ピ
カ
ピ
カ
な
家
な
ん
か
は
い
い

で
す
ね
ぇ
。
家
が
息
を
し
て
い
る
。

そ
う
や
っ
て
突
撃
し
て
、
断
ら
れ
る
こ
と
は
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
だ
し
、
そ
ん
な
に
怒
ら
な
く
て
も
い
い
じ
ゃ
な

い
っ
て
思
う
と
き
も
あ
る
し
、
本
当
に
い
ろ
ん
な
家
が

あ
り
ま
す
。
最
近
思
う
こ
と
を
少
し
あ
げ
る
と
、
ま
ず

味
噌
汁
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
ビ
ー
フ
シ
チ
ュ
ー
や

ス
ー
プ
に
代
わ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
あ
と
自
家
製
の
漬

物
が
減
っ
て
、
市
販
の
も
の
が
多
く
な
り
ま
し
た
ね
。

こ
の
間
は
久
し
ぶ
り
に
﹁
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
代
か
ら
60

年
使
っ
て
る
糠
床

ぬ
か
ど
こ

﹂
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
た
な
ぁ
。
そ

れ
か
ら
、
そ
ば
や
う
ど
ん
を
食
べ
て
い
る
家
は
結
構
あ

る
ん
で
す
け
ど
、
パ
ン
を
食
べ
て
い
た
の
は
20
年
で
３

軒
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
１
軒
は
お
坊
さ
ん
で
し

た
よ
。
日
本
人
は
や
っ
ぱ
り
お
米
な
ん
で
す
ね
。
そ
し

て
、
大
家
族
の
家
は
、
子
供
が
み
ん
な
素
直
で
す
。
お

父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
が
共
稼
ぎ
で
い
な
く
て
も
、﹁
た
だ

い
ま
！
﹂
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お

み
ず
だ
よ
り全

国
の
晩
ご
飯
を
見
た
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ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
て
、﹁
お
帰
り
﹂
と
迎
え
て
く
れ
る
。

愛
に
包
ま
れ
て
る
ん
で
す
。

北
海
道
で
は
短
い
夏
を
有
意
義
に
過
ご
す
。
車
庫
の

前
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
す
る
ん
で
す
が
、
マ
ト
ン
は
も

ち
ろ
ん
、
北
海
シ
マ
エ
ビ
と
か
ウ
ニ
と
か
エ
ゾ
ア
ワ
ビ

と
か
が
乗
っ
か
っ
て
い
て
、
も
の
す
ご
く
豪
華
で
し
た
。

そ
う
や
っ
て
夏
を
楽
し
む
ん
で
す
ね
。
千
葉
に
20
世
紀

梨
の
発
祥
の
地
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
へ
行
っ
た
と

き
に
は
、
30
代
の
主
婦
が
３
軒
と
も
冬
至
の
日
に
か
ぼ

ち
ゃ
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。
日
本
も
ま
だ
ま
だ
捨
て
た

も
の
じ
ゃ
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。

農
家
だ
と
日
の
長
い
夏
は
遅
く
ま
で
農
作
業
を
す
る

か
ら
、
晩
ご
は
ん
の
時
間
は
遅
く
な
る
。
冬
だ
と
早
い

ん
で
す
。
で
も
漁
師
さ
ん
だ
と
夏
で
も
冬
で
も
変
わ
り

ま
せ
ん
。
５
時
半
頃
か
ら
で
す
ね
。
早
い
家
だ
と
４
時

半
か
ら
食
べ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
は
山
間
部
に
多
い
ん
で
す
け
ど
、
水
が

お
い
し
い
と
こ
ろ
で
は
必
ず
自
慢
さ
れ
ま
す
。
毎
日
汲

み
に
行
っ
て
る
ん
だ
と
か
、
水
道
な
ん
だ
け
ど
、
地
下

何
百
メ
ー
ト
ル
か
ら
汲
み
上
げ
て
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ

な
ん
で
す
け
ど
、﹁
こ
の
水
は
い
い
よ
。
飲
ん
で
っ
て
よ
﹂

と
言
わ
れ
る
ん
で
す
。
飲
む
と
本
当
に
お
い
し
い
。
臭

み
が
な
く
て
、
極
端
に
言
う
と
キ
レ
て
る
っ
て
い
う
の

か
な
。
ビ
ー
ル
で
も
コ
ク
が
あ
っ
て
キ
レ
が
あ
る
と
か

言
う
で
し
ょ
。
あ
の
キ
レ
で
す
。
お
い
し
い
水
は
一
番

の
ご
ち
そ
う
だ
し
、
水
が
う
ま
い
と
こ
ろ
は
料
理
も
う

ま
い
。
こ
れ
は
実
感
で
す
。
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緩衝緑地等

国営公園

主として一の都府
県の区域を超える
ような広域的な利
用に供することを
目的として国が設
置する大規模な公
園

おおむね
300ha
以上

国家的な記念事業
等として設置する
ものにあっては、
その設置目的にふ
さわしい内容を有
するように配置す
る。

緩衝緑地

大気汚染、騒音、
振動、悪臭等の公
害防止、緩和若し
くはコンビナート
地帯等の災害の防
止を図ることを目
的とする緑地で、

公害、災害発生源
地域と住居地域、
商業地域等とを分
離遮断することが
必要な位置につい
て

公害、災害の状況
に応じ配置する。

都市緑地

主として都市の自
然的環境の保全並
びに改善、都市の
景観の向上を図る
ために設けられて
いる緑地であり、

0.1ha以上

但し、既成市街地等に
おいて良好な樹林地等
がある場合あるいは植
樹により都市に緑を増
加又は回復させ都市環
境の改善を図るために
緑地を設ける場合にあ
ってはその規模を
0.05ha以上とする。
(都市計画決定を行わず
に借地により整備し都
市公園として配置する
ものを含む)

緑道

災害時における避
難路の確保、都市
生活の安全性及び
快適性の確保等を
図ることを目的と
して、

近隣住区又は近隣
住区相互を連絡す
るように設けられ
る植樹帯及び歩行
者路又は自転車路
を主体とする緑地
で
幅員10～20ｍを
標準として、
公園、学校、ショ
ッピングセンター
、駅前広場等を相
互に結ぶよう配置
する。

注)　近隣住区
幹線街路等に囲まれた
おおむね1km四方(面積
100ha)の居住単位

が
数
多
く
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

左
表
の
上
を
見
る
と
、
こ
ん
な
に
も

都
市
の
中
に
公
園
が
あ
る
の
か
と
び
っ

く
り
す
る
ほ
ど
だ
。
街
区
公
園
は
標
準

面
積
を
0.1
〜
０
・
２
５
ha
と
し
、
２
５

０
m
︵
歩
い
て
５
分
程
度
︶
を
半
径
と

す
る
円
の
中
に
１
カ
所
ず
つ
設
け
ら
れ

て
い
る
。

街
区
公
園
は
距
離
的
に
も
一
番
身
近

な
小
公
園
だ
が
、
現
在
の
主
な
利
用
者

は
、
乳
幼
児
を
抱
え
た
お
母
さ
ん
や
リ

都
市
公
園
の
現
状

現
在
の
都
市
公
園
と
は
、
い
っ
た
い

何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

都
市
公
園
法
に
は
、
都
市
計
画
で
定

め
ら
れ
た
施
設
が
都
市
公
園
で
あ
る
と

記
さ
れ
て
い
て
、
自
然
公
園
や
国
立
・

国
定
公
園
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
都

市
に
対
す
る
効
用
を
ま
っ
と
う
す
る
た

め
の
施
設
が
あ
る
場
所
が
都
市
公
園
と

定
義
さ
れ
、
私
た
ち
が
考
え
る
よ
う
な

﹁
利
用
者
の
た
め
﹂
だ
け
で
は
な
く
、

﹁
都
市
全
体
の
た
め
﹂
の
場
と
し
て
、
整

え
ら
れ
て
き
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
行
政
は
数
次
に
も
及

ぶ
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
を
立

て
、﹁
一
人
当
た
り
公
園
面
積
﹂
を
指
標

と
し
て
き
た
。
公
園
数
や
面
積
が
拠
り

所
で
あ
っ
た
た
め
に
、
狭
小
の
児
童
公

園
︵
１
９
９
３
年
の
都
市
公
園
法
の
改

正
に
よ
っ
て
、
街
区
公
園
へ
と
改
称
︶

て
き
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

水
の
東
京

日
本
に
は
、
庶
民
が
昔
か
ら
楽
し
ん

で
き
た
公
園
が
あ
っ
た
。
太
政
官
布
達

で
は
﹁
こ
れ
ま
で
の
群
集
遊
覧
の
場
所
﹂

を
公
園
と
し
て
制
定
す
る
と
宣
言
し
て

お
り
、
こ
れ
に
則
っ
て
指
定
さ
れ
た
浅

草
公
園
、
上
野
公
園
、
芝
公
園
な
ど
寺

社
地
は
、
そ
う
し
た
公
園
の
大
規
模
な

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、

こ
う
し
た
太
政
官
布
達
を
受
け
た
東
京

府
の
側
は
﹁
庶
民
遊
興
の
場
は
、
公
園

と
い
う
よ
り
も
花
園
、
ま
た
は
遊
園
の

ほ
う
が
ピ
ッ
タ
リ
く
る
﹂
と
述
べ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
、
公
園
と
い

う
翻
訳
語
か
ら
、
西
洋
的
で
き
ど
っ
た

雰
囲
気
を
嗅
ぎ
取
っ
て
い
た
か
ら
な
の

だ
ろ
う
か
。

で
は
江
戸
時
代
の
庶
民
は
、
ど
ん
な

場
所
を
身
近
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と

し
て
使
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
風
景
を
想
像
さ
せ
る
の
が
、

１
８
３
６
年
︵
天
保
７
︶
に
出
版
さ
れ

た
﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄
だ
。
こ
れ
を
見

る
と
名
所
と
い
わ
れ
る
場
所
の
多
く
に
、
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文
化
を
つ
く
る
　

都
市
公
園

編
集
部

タ
イ
ア
し
た
高
齢
者
。
か
つ
て
児
童
公

園
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
狭
さ

と
無
味
乾
燥
な
趣
か
ら
﹁
人
の
い
な
い

公
園
﹂
と
い
う
あ
ま
り
う
れ
し
く
な
い

評
価
を
受
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
公
園

は
、
持
続
的
な
環
境
を
つ
く
っ
て
い
こ

う
と
い
う
時
代
の
趨
勢
か
ら
見
る
と
、

﹁
都
市
全
体
の
立
場
﹂
か
ら
も
、﹁
利
用

者
の
立
場
﹂
か
ら
も
、
決
定
的
に
欠
け

て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

都
市
計
画
の
上
で
、
こ
う
し
た
街
区
公

園
を
た
く
さ
ん
つ
く
っ
て
﹁
一
人
当
た

り
の
公
園
面
積
﹂
を
稼
ぐ
時
代
が
過
ぎ

つ
つ
あ
る
の
は
、
数
字
上
の
ノ
ル
マ
に

振
り
回
さ
れ
る
愚
か
さ
に
や
っ
と
気
づ

き
始
め
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
街
区
公
園
を
防
災
公
園
と
し

て
み
れ
ば
、
地
元
消
防
団
の
防
災
用
品

を
置
い
て
お
く
小
屋
を
設
置
し
た
り
、

小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
で
管
理
で

き
る
気
安
さ
も
あ
り
、
存
在
価
値
を
再

発
見
す
る
努
力
を
し
て
も
い
い
よ
う
な

気
が
す
る
。

問
題
と
す
べ
き
は
、
街
区
公
園
で
面

積
を
稼
ぐ
だ
け
で
、
上
田
篤
さ
ん
が
言

う
と
こ
ろ
の
﹁
中
自
然
﹂
を
感
じ
さ
せ

る
規
模
の
都
市
公
園
を
お
ろ
そ
か
に
し



公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積

札 幌 市 2 573 2 009.65 2 261  297.93  141  237.68  24  129.88  10  451.97  4  53.61  133  838.60  10.75

仙 台 市 1 480 1 230.37 1 266  154.50  49  94.64  9  70.43  4  84.65  1  21.02  151  805.13  12.34

さ い た ま市  704  522.33  627  79.83  24  44.43  2  8.89  8  45.46  5  87.30  38  256.42  4.92

千 葉 市  894  807.01  740  120.96  60  94.60  8  37.85  5  215.50  2  49.52  79  288.58  8.78

東 京 都 区部 3 590 2 425.65 2 963  506.62  102  190.68  20  106.04  42  549.39  26  247.89  437  825.03  2.88

川 崎 市  931  488.50  791  101.23  27  46.34  6  27.27  4  154.83  1  72.09  102  86.74  3.74

横 浜 市 2 486 1 621.65 2 166  364.46  180  302.77  43  189.86  12  228.09  7  142.53  78  393.94  4.55

名 古 屋 市 1 342 1 490.03 1 130  251.51  92  153.75  25  136.60  7  208.41  4  70.97  84  668.79  6.77

京 都 市  788  603.85  703  102.13  31  53.26  7  38.60  5  73.19  9  74.28  33  262.40  4.14

大 阪 市  955  921.78  830  209.94  69  98.58  27  110.80  6  86.73  1  65.71  22  350.03  3.51

神 戸 市 1 502 2 501.00 1 201  230.14  119  235.35  27  161.69  12  473.29  1  55.89  142 1 344.63  16.46

広 島 市 1 083  893.74  937  161.81  46  98.11  12  60.66  7  163.18  5  104.45  76  305.53  7.82

北 九 州 市 1 580 1 099.92 1 372  194.46  64  103.51  11  60.81  5  69.96  5  63.46  123  607.72  11.05

福 岡 市 1 523 1 210.70 1 222  163.87  67  111.72  8  39.10  8  229.69  6 87.97  212  587.35  8.69

都　　　市

都　市　公　園

公園総数
住区基幹公園 都市基幹公園

大規模公園

その他の都市公園 １人当たり
都市公園面積

（㎡）

街区公園 近隣公園 地区公園 総合公園 運動公園

記載以外の公園面積単位（ha）

街区公園

もっぱら
街区に

居住する者の利用

250m

0.25ha

注)　街区公園
もとの児童公園
1993年の都市公園法の
改正によって、街区公
園へと改称

近隣公園

主として
近隣に

居住する者の利用

近隣住区当たり
500m

２ha

注)　近隣住区
幹線街路等に囲まれた
おおむね1km四方(面積
100ha)の居住単位

地区公園

主として
徒歩圏内に

居住する者の利用

１km

４ha

都市計画区域外の
一定の町村におけ
る特定地区公園  
（カントリ－パ－ク）
は、面積４ha以上
を標準とする。

総合公園

都市住民全般

休息、観賞、散歩
遊戯、運動等総合

的な利用

都市規模に応じ
10～50ha

運動公園

都市住民全般

主として運動の利用

都市規模に応じ
15～75ha

広域公園

主として一の市町
村の区域を超える
広域のレクリエー
ション需要を充足

地方生活圏等広域
的なブロック単位
ごとに50ha以上

レクリエーション都市

大都市その他の都
市圏域から発生す
る多様かつ選択性
に富んだ広域レク
リエーション需要
を充足することを
目的とし、
総合的な都市計画
に基づき、
自然環境の良好な
地域を主体に、
大規模な公園を核
として各種のレク
リエーション施設
が配置される一団
の地域であり、
大都市圏その他の
都市圏域から容易
に到達可能な場所
に

全体規模1000ha
を標準として配置
する。

特殊公園

風致公園、動植物
公園、歴史公園、
墓園等特殊な公園
で、その目的に則
し配置する。

誘致距離
範囲

利用者
と

目的

配置１箇所
当たりの
標準面積

45 都市公園

上
の
表
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
１
９
５

６
年
（
昭
和
31
）
に
施
行
さ
れ
た
都
市
公
園
法

に
則
っ
た
公
園
の
種
別
で
、
数
次
に
及
ぶ
公
園

整
備
等
五
箇
年
計
画
が
定
め
ら
れ
、
種
類
も
拡

充
し
、
整
備
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
公
園
整
備
は
２
０

０
４
年
（
平
成
16
）
に
大
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
景
観
緑
三
法
」
の
成

立
だ
。
三
法
と
は
「
景
観
法
」「
都
市
緑
地
法
」

「
屋
外
広
告
物
法
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
関
係
す

る
の
は
主
に
「
都
市
緑
地
法
」
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
は
都
市
の
緑
を
保
全
し
緑
化
を
進

め
る
「
都
市
緑
地
保
全
法
」（
１
９
７
３
年
）

と
、「
都
市
公
園
法
」
が
並
立
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
緑
化
と
都
市
公
園
を
整
備
す
る
と
い
う

政
策
枠
組
み
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
景
観
緑
三

法
の
成
立
に
よ
り
、「
都
市
緑
地
保
全
法
」
は

「
都
市
緑
地
法
」
と
な
り
、「
都
市
公
園
法
」
の

上
位
法
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
再
開
発
で
生
じ
た
土

地
を
公
園
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
り
、
人
工
地
盤
・
屋
上
緑
化
施
設
も
市
民

緑
地
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
公
園
施
設
（
植
栽
、
花
壇
、

遊
具
な
ど
）
の
設
置
管
理
を
、
地
域
住
民
の
団

体
や
民
間
企
業
が
行
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

法
律
で
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
支
援

に
補
助
を
与
え
る
裏
付
け
を
得
た
と
い
う
こ
と

で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
分
た
ち
が
払
っ
た

税
金
の
幾
分
か
を
自
分
た
ち
の
公
益
活
動
に
あ

て
る
道
が
開
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
う
す
る
た
め
に
は
、
各
自
治
体

で
「
緑
の
基
本
計
画
」
を
定
め
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
の
計
画
に
は
、
公
聴
会
を
開
く
等
し

て
、
住
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
都
市
緑

地
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
計

画
の
中
に
は
、
都
市
公
園
の
整
備
方
針
に
つ
い

て
も
盛
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
「
緑
の
基
本
計
画
」
策
定
を
義

務
づ
け
る
こ
と
は
、
１
９
９
４
年
（
平
成
６
）

の
都
市
緑
地
保
全
法
の
改
正
で
す
で
に
盛
り
込

ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
景
観
緑
三
法
の
成
立

で
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
緑
地
と
は
、「
植
林
地
、
草
地
、

水
辺
地
、
岩
石
地
若
し
く
は
そ
の
状
況
が
こ
れ

に
類
す
る
土
地
が
、
単
独
で
若
し
く
は
一
体
と

な
っ
て
、
又
は
こ
れ
ら
に
隣
接
し
て
い
る
土
地

が
こ
れ
ら
と
一
体
と
な
っ
て
、
良
好
な
自
然
的

環
境
を
形
成
し
て
い
る
も
の
を
い
う
」（
都
市

緑
地
法
第
３
条
）
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は

水
辺
も
含
ま
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
以
前
は
、
国
の
整
備
方
針
に
し
た

が
っ
て
公
園
の
数
や
緑
地
の
面
積
を
増
や
す
の

が
、
公
園
行
政
担
当
者
の
仕
事
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
景
観
緑
三
法
成
立
以
降
は
、
住
民
を
主
人

公
に
し
た
緑
の
基
本
計
画
を
策
定
し
、
緑
地
も

都
市
公
園
も
統
一
的
に
住
民
の
役
に
立
つ
よ
う

に
計
画
・
実
行
す
る
立
場
に
変
わ
っ
た
の
で
あ

る
。公

園
行
政
担
当
者
も
、
こ
れ
ま
で
と
比
べ
て

考
え
方
を
１
８
０
度
転
換
す
る
必
要
が
生
じ

た
。
い
か
に
市
民
の
求
め
に
応
じ
た
都
市
公
園

を
整
備
す
る
か
が
、
腕
の
見
せ
所
と
な
っ
た
わ

け
だ
。

都市公園施設の分類

修景施設

園路、広場、植栽、
花壇、噴水など

休養施設

休憩所、ベンチなど

遊戯施設

ぶらんこ、すべり台、
砂場など

運動施設

野球場、陸上競技場、
水泳プールなど

教養施設

植物園、動物園、
野外劇場など

便益施設

売店、駐車場、
便所など

管理施設

門、さく、
管理事務所など

（横浜市都市経営局，2004）

（国土交通省HPより作図）



水
辺
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ

れ
る
。
や
は
り
名
所
に
は
池
、
川
、
清

浄
な
流
れ
、
湿
地
の
草
花
・
虫
、
海
が

つ
き
も
の
だ
っ
た
。

江
戸
っ
子
の
幸
田
露
伴
が
﹁
水
の
東

京
﹂
と
称
し
た
よ
う
な
風
土
が
、
当
時

は
ま
だ
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の

幸
田
露
伴
は
、
公
園
に
も
一
家
言
持
っ

て
い
た
。

１
８
９
９
年
︵
明
治
32
︶
に
著
し
た

﹃
一
国
の
首
都
﹄
で
は
、
彼
が
考
え
る
世

界
に
誇
る
べ
き
首
都
の
姿
と
し
て
公
園

に
も
言
及
し
て
い
る
。

﹁
公
園
は
都
府
の
肺
臓
な
り
。
吐
故
納

新
の
機
能
の
肺
臓
に
存
す
る
こ
と
の
人

身
に
至
要
な
る
が
如
く
、
腐
を
転
じ
て

鮮
と
な
す
公
園
の
霊
妙
な
る
営
作
の
都

会
に
対
す
る
必
要
は
言
ふ
ま
で
も
な
し
﹂

と
、
公
園
を
衛
生
、
健
康
と
結
び
つ
け

て
論
じ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
日
本
最
初
の
洋
式
公
園

で
あ
る
日
比
谷
公
園
が
開
園
す
る
の
は
、

こ
の
４
年
後
の
こ
と
だ
。

コ
レ
ラ
と
公
園

公
園
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、

﹁
公
園
は
都
市
の
肺
臓
﹂
と
い
う
表
現
は

露
伴
以
外
に
も
よ
く
使
わ
れ
る
こ
と
に

気
づ
く
。
こ
の
言
葉
を
最
初
に
使
っ
た

の
は
明
治
時
代
・
内
務
省
衛
生
局
長
だ

っ
た
長
与
専
斎
だ
っ
た
。

１
８
８
５
年
︵
明
治
18
︶
東
京
市
の

市
区
改
正
委
員
会
へ
の
文
書
で
﹁
人
口

稠
密
の
都
府
に
園
林
及
び
空
地
を
要
す

る
は
、︵
中
略
︶
住
民
日
常
の
生
活
、
産

業
よ
り
生
ず
る
大
気
の
汚
敗
を
更
新
す

る
の
路
な
く
、
有
害
の
悪
気
市
区
に
沈

滞
し
て
病
夭
の
媒
を
為
し
其
浄
除
揮
散

を
求
む
る
も
得
可
か
ら
ず
。
是
家
に
庭

砌
な
く
、
室
に
窓
ゆ
う
な
き
に
同
じ
く
、

亦
身
体
に
肺
臓
を
欠
く
に
異
な
ら
ず
な

り
﹂
と
記
し
た
。

１
８
８
４
年
︵
明
治
17
︶
に
も
、
ド

イ
ツ
留
学
か
ら
戻
っ
た
ば
か
り
の
衛
生

官
僚
、
森
鴎
外
が
﹁
土
地
の
中
の
水
の

様
子
は
、
常
に
気
を
つ
け
て
見
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。︵
中
略
︶
土
地
は
乾
き

過
ぎ
た
憂
ひ
は
少
く
て
、
湿
り
過
ぎ
て

病
を
起
こ
す
憂
ひ
が
多
い
か
ら
、
湿
つ

て
居
る
土
地
を
乾
か
す
の
も
、
衛
生
事

業
の
一
に
算
へ
て
あ
り
ま
す
﹂
と
述
べ

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
発
言
は
上
水
道
整
備
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
当
時
の
コ
レ
ラ
流
行

が
背
景
に
あ
る
。
長
与
専
斎
た
ち
は
、

当
時
排
水
が
悪
く
、
衛
生
的
に
望
ま
し

い
と
は
い
え
な
か
っ
た
神
田
区
に
公
園

を
配
置
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
事

例
を
も
と
に
、
近
代
化
を
進
め
た
衛
生

官
僚
た
ち
は
乾
浄
の
土
地
と
し
て
公
園

を
位
置
づ
け
た
、
と
い
う
小
野
良
平

﹃
公
園
の
誕
生
﹄︵
吉
川
弘
文
館

２
０
０

３
︶
の
指
摘
は
興
味
深
い
。

都
市
の
衛
生
を
確
保
す
る
た
め
に
は

﹁
乾
い
た
公
園
﹂
が
良
し
と
さ
れ
、
水
道

と
公
園
は
コ
レ
ラ
流
行
を
き
っ
か
け
に

生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

潤
い
の
あ
る
公
園

と
は
い
え
、
最
近
の
都
市
公
園
事
情

は
、
少
し
変
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
東

京
都
荒
川
区
に
あ
る
広
域
公
園
、
都
立

尾
久
の
原
公
園
は
、
隅
田
川
と
荒
川
に

隣
接
し
て
お
り
、
広
さ
は
約
60
ha
。
１

９
９
３
年
︵
平
成
５
︶
旭
電
化
尾
久
工

場
跡
地
に
水
辺
を
残
し
て
公
園
と
し
た
。

内
部
に
は
起
伏
の
あ
る
草
地
、
池
、

流
れ
が
あ
り
、
芦
原
の
湿
地
は
ト
ン
ボ

の
生
息
地
。
す
ぐ
隣
り
の
高
層
マ
ン
シ

ョ
ン
や
近
所
の
人
た
ち
が
、
大
人
も
子

ど
も
も
集
ま
っ
て
く
る
。
○
○
が
で
き

る
、
と
機
能
を
前
面
に
押
し
出
す
の
で

は
な
く
、
水
や
泥
ん
こ
と
い
う
根
源
的

な
要
素
が
、
か
え
っ
て
理
屈
な
し
で
人

を
引
き
寄
せ
る
ら
し
い
。
遊
び
方
を
限

定
さ
れ
た
り
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
り
す
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る
よ
り
も
、
自
由
度
が
高
い
こ
と
が
魅

力
を
放
つ
時
代
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
氾

濫
原
の
自
然
を
残
し
た
よ
う
な
公
園
に

は
、
人
を
引
き
つ
け
る
﹁
中
自
然
﹂
の

要
素
が
満
ち
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
に
は
、﹁
水
と
緑
が
と
も
に
あ
る

自
然
﹂
が
あ
る
。
ま
さ
に
都
市
に
あ
る

オ
ア
シ
ス
で
あ
る
。

都
市
公
園
こ
そ
、
里
川
に

か
つ
て
、
森
鴎
外
が
﹁
土
地
が
乾
き

す
ぎ
た
憂
ひ
は
少
な
く
﹂
と
水
辺
の
な

い
公
園
を
推
奨
し
た
こ
ろ
と
は
反
対
に
、

乾
き
す
ぎ
を
憂
う
の
が
、
ヒ
ー
ト
ア
イ

ラ
ン
ド
が
問
題
と
な
る
今
の
時
代
だ
。

下
水
道
が
完
備
さ
れ
た
現
在
、
不
衛

生
と
い
う
理
由
で
水
を
排
除
す
る
理
由

は
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
今
ま

で
公
園
の
要
素
と
し
て
水
が
放
っ
て
お

か
れ
た
の
は
、
都
市
の
成
長
に
公
園
が

つ
い
て
こ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
人
口
に
お
け
る
年
齢
構
成

が
変
り
、
娯
楽
へ
の
要
求
も
変
っ
た
こ

と
で
、
公
園
は
新
し
い
要
望
を
満
た
す

場
と
し
て
変
貌
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い

る
。
公
園
制
度
自
体
に
も
変
革
の
兆
し

が
見
え
る
こ
と
は
、
都
市
公
園
に
潤
い

を
加
え
る
チ
ャ
ン
ス
と
い
え
る
。

１
３
０
年
間
行
政
に
任
せ
き
り
に
し

て
き
た
都
市
公
園
づ
く
り
だ
が
、
行
政

や
管
理
者
と
使
う
側
が
垣
根
を
越
え
、

手
を
携
え
て
協
働
す
る
機
が
熟
し
た
よ

う
に
も
思
う
。
本
来
、
公
と
は
パ
ブ
リ

ッ
ク
の
こ
と
で
、
お
上
の
こ
と
で
は
な

い
は
ず
だ
か
ら
、
み
ん
な
が
知
恵
と
要

望
を
出
し
合
っ
て
都
市
公
園
を
カ
ス
タ

ム
メ
イ
ド
し
た
ら
い
い
。

現
在
、
都
市
公
園
が
水
を
取
り
入
れ

る
こ
と
を
危
惧
す
る
と
す
れ
ば
、
水
を

過
度
に
危
険
視
す
る
風
潮
に
、
そ
の
原

因
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
風
潮
を
つ
く
っ
た
の

は
他
で
も
な
い
利
用
者
で
あ
る
私
た
ち

だ
。
こ
と
あ
る
ご
と
に
管
理
者
に
責
任

を
押
し
つ
け
て
き
た
こ
と
が
、
管
理
者

を
も
う
一
歩
踏
み
出
せ
な
い
状
況
に
追

い
や
っ
て
い
る
。
管
理
者
の
責
任
を
問

う
こ
と
と
自
己
責
任
で
収
め
る
こ
と
の

区
別
を
つ
け
ら
れ
る
﹁
大
人
と
し
て
の

品
性
﹂
を
、
利
用
す
る
側
が
そ
ろ
そ
ろ

身
に
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
時
期
に

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

大
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
子
ど

も
に
も
危
険
を
判
断
す
る
力
を
身
に
つ

け
て
も
ら
い
た
い
。
遊
び
の
経
験
は
、

リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
力
を
育
て

る
こ
と
に
役
立
つ
と
木
下
勇
さ
ん
が
言

う
よ
う
に
、
子
ど
も
は
遊
び
な
が
ら
自

分
で
危
険
を
判
断
す
る
力
を
身
に
つ
け

る
。
し
か
し
、
そ
の
育
つ
芽
を
先
回
り

し
て
摘
ん
で
き
た
の
も
私
た
ち
で
あ
る
。

都
市
公
園
に
水
を
取
り
入
れ
、
柵
を

な
く
し
て
い
く
た
め
に
は
、
危
険
を
判

断
す
る
力
を
身
に
つ
け
た
子
ど
も
を
育

む
こ
と
、
起
こ
り
得
る
事
態
を
想
定
し

た
緊
急
時
の
た
め
の
設
備
や
人
の
シ
ス

テ
ム
を
つ
く
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り

責
任
の
所
在
を
明
確
に
で
き
る
成
熟
し

た
人
間
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

こ
う
し
た
要
素
を
都
市
公
園
が
備
え

た
と
き
、
そ
こ
に
集
う
人
と
人
の
か
か

わ
り
合
い
に
は
、
互
い
に
信
頼
で
き
る

関
係
が
築
か
れ
る
だ
ろ
う
。
都
市
公
園

が
﹁
相
手
が
自
分
を
知
っ
て
い
る
こ
と

を
お
互
い
に
わ
か
っ
て
い
る
オ
ー
プ
ン

な
場
﹂
に
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
は
真
の

意
味
で
の
公
の
園
に
な
る
。

実
は
そ
の
こ
と
は
、
低
迷
す
る
ま
ち

づ
く
り
や
失
わ
れ
た
都
市
の
水
辺
空
間

の
回
復
に
も
応
用
で
き
る
は
ず
だ
。
場

で
培
わ
れ
た
人
と
の
か
か
わ
り
が
、
も

し
か
す
る
と
都
市
公
園
を
里
川
に
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
希
望
も
湧

い
て
く
る
。

私
た
ち
は
15
号
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た

里
川
の
構
想
を
、﹃
里
川
の
可
能
性
ー
利

水
・
治
水
・
守
水
の
共
有
﹄︵
２
０
０
６

新
曜
社
︶
と
し
て
一
冊
に
ま
と
め
た
。

専
門
の
研
究
者
や
市
民
研
究
員
に
よ
り

既
存
の
川
に
こ
だ
わ
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま

な
形
の
里
川
が
提
示
さ
れ
た
が
、
都
市

公
園
も
そ
の
一
つ
に
加
え
て
い
い
よ
う

に
思
う
。

都
市
公
園
に
新
た
な
流
れ
を
つ
く
っ

て
も
い
い
し
、
河
川
を
都
市
公
園
化
し

て
も
い
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
都
市
公

園
こ
そ
都
市
に
里
川
を
つ
く
る
の
に
、

も
っ
と
も
近
い
位
置
に
あ
る
よ
う
に
思

え
る
の
で
あ
る
。
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街
な
か
の
公
園
に
住
み
つ
く
ホ
ー
ム

レ
ス
が
社
会
問
題
化
し
て
久
し
い
。
ア

ル
中
が
高
じ
、
自
ら
ホ
ー
ム
レ
ス
の
体

験
を
赤
裸
々
に
描
い
た
吾
妻
ひ
で
お
の

﹃
失
踪
日
記
﹄︵
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
２

０
０
５
︶
が
第
10
回
手
塚
治
虫
文
化
マ

ン
ガ
大
賞
な
ど
に
輝
い
た
。
公
園
は
土

地
、
緑
、
水
、
ト
イ
レ
、
街
灯
が
設
置

さ
れ
た
都
市
装
置
で
あ
り
、
食
糧
だ
け

を
調
達
す
れ
ば
日
常
生
活
に
は
十
分
可

能
と
な
る
。
公
園
は
誰
も
が
遊
び
、
憩

い
、
癒
し
、
ス
ポ
ー
ツ
、
さ
ら
に
は
防

災
の
た
め
に
自
由
に
使
用
で
き
る
公
共

空
間
で
あ
る
。

鈴
木
敏
、
澤
田
晴
委
智
郎
著
﹃
公
園

の
は
な
し
﹄︵
技
報
堂
１
９
９
３
︶
に

水の文化書誌15《親水と公園》

よ
る
と
、
公
園
の
制
度
化
は
、
１
８
７

３
年
︵
明
治
６
︶
の
太
政
官
布
達
に
よ

る
も
の
で
、
上
野
、
浅
草
、
深
川
な
ど

全
国
で
25
の
公
園
が
指
定
さ
れ
、
さ
ら

に
１
９
０
３
年
︵
明
治
30
︶
我
が
国
初

の
洋
風
公
園
、
日
比
谷
公
園
が
開
園
さ

れ
、
当
時
は
火
災
時
の
延
焼
を
防
ぐ
の

が
主
目
的
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

白
幡
洋
三
郎
著
﹃
近
代
都
市
公
園
史

の
研
究
︱
欧
化
の
系
譜
﹄︵
思
文
閣
１

９
９
５
︶
で
は
、
わ
が
国
の
公
園
は
欧

化
政
策
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
、
西
洋

に
お
け
る
公
園
の
誕
生
は
19
世
紀
ド
イ

ツ
の
都
市
構
造
に
み
ら
れ
る
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ブ
レ
ー
メ
ン
等
の
中
世
都
市

は
囲
郭
に
囲
ま
れ
、
内
部
は
住
居
、
外

部
は
広
大
な
緑
地
帯
が
拡
が
っ
て
い
た
。

軍
事
的
な
戦
法
の
変
化
、
都
市
の
発
展
、

人
口
の
増
加
、
衛
生
上
の
要
因
か
ら
そ

の
囲
郭
の
撤
去
が
行
な
わ
れ
、
造
園
士

に
よ
っ
て
旧
都
市
を
ぐ
る
り
と
取
り
囲

む
よ
う
に
公
園
が
誕
生
し
、
劇
場
や
美

術
館
も
配
置
さ
れ
て
市
民
の
憩
い
場
へ

と
変
容
す
る
。
ド
イ
ツ
の
公
園
は
、
民

衆
教
育
の
場
、
国
家
や
都
市
の
威
光
を

表
す
場
、
貧
困
対
策
と
し
て
の
保
健
、

休
養
の
場
の
３
点
が
強
調
さ
れ
た
。
日

本
の
公
園
造
り
は
、
近
代
化
を
促
進
す

る
欧
化
政
策
と
し
て
、
日
比
谷
公
園
、

山
手
公
園
、
横
浜
公
園
に
色
濃
く
反
映

さ
れ
た
と
し
て
、
さ
ら
に
街
路
樹
論
を

も
述
べ
る
。

小
野
良
平
著
﹃
公
園
の
誕
生
﹄︵
吉
川

弘
文
館
２
０
０
３
︶
に
よ
れ
ば
、
公
園

は
産
業
革
命
以
降
発
生
し
た
都
市
人
口

の
過
密
と
環
境
悪
化
な
ど
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
行
政
に
よ
っ
て
造
ら
れ

て
き
た
、
近
代
都
市
装
置
と
し
て
位
置

づ
け
る
。
前
述
の
太
政
官
布
達
は
公
園

の
制
度
化
を
土
地
租
税
を
含
め
た
土
地

管
理
政
策
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
１

８
８
５
年
︵
明
治
18
︶
の
東
京
市
区
政

策
意
見
書
に
お
い
て
、
都
市
構
想
の
な

か
に
公
園
計
画
の
議
論
が
登
場
し
、
衛

生
局
長
与
専
斎
は
公
園
造
り
の
第
一
の

目
的
は
衛
生
に
あ
る
と
主
張
。
そ
の
背

景
に
は
コ
レ
ラ
の
大
流
行
が
生
じ
た
か

ら
で
あ
り
、
公
園
を
身
体
の
﹁
肺
﹂
と

み
な
し
﹁
都
市
の
肺
臓
﹂
と
捉
え
た
と

論
じ
る
。
一
方
、
上
野
公
園
が
内
国
勧

業
博
覧
会
の
会
場
と
な
り
、
農
業
館
、

機
械
館
、
園
芸
館
、
動
物
館
を
配
置
し
、

遊
覧
の
場
で
は
な
く
、
近
代
化
に
ふ
さ

わ
し
い
認
識
を
国
民
に
求
め
る
教
育
的
、

啓
蒙
的
な
広
場
と
な
り
、
ま
た
、
日
露

戦
争
の
勝
利
に
よ
り
、
日
比
谷
公
園
は

帝
都
の
儀
礼
の
場
に
変
わ
り
、
１
９
０

４
年
︵
明
治
37
︶
遼
陽
占
領
東
京
市
祝

捷
会
、
旅
順
降
伏
祝
捷
会
提
灯
行
列
、

東
郷
大
将
軍
凱
旋
な
ど
国
民
統
合
の
装

置
と
し
て
公
園
が
活
用
さ
れ
た
と
指
摘

す
る
。

さ
ら
に
公
園
の
歴
史
に
つ
い
て
、
田

中
正
大
著
﹃
日
本
の
公
園
﹄︵
鹿
島
出
版

会
　
１
９
７
４
︶
が
発
行
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
書
で
は
栗
林
公
園
、
後
楽
園
、

高
知
公
園
が
明
治
維
新
の
危
機
を
乗
り

越
え
、
公
園
と
し
て
旧
藩
民
た
ち
の
手

古賀邦雄
こがくにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年（昭和42）西南学院大学卒業
水資源開発公団（現・独立行政法人水資源機構）に入社

30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川開発調査会

筑後川水問題研究会に所属



49 親水と公園

の
里
を
設
け
、
こ
の
舞
岡
公
園
に
お
け

る
農
体
験
を
大
切
に
し
な
が
ら
自
然
と

触
れ
あ
え
る
公
共
空
間
を
創
り
出
し
た

実
践
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。

公
園
に
は
水
の
流
れ
も
欠
か
せ
な
い
。

水
は
生
物
や
植
物
を
育
て
、
鳥
さ
え
も

飛
来
し
、
よ
り
よ
い
水
辺
空
間
を
形
成

す
る
。
人
と
水
と
の
豊
か
な
触
れ
あ
い

を
親
水
と
い
う
な
ら
、
そ
の
親
水
を
創

出
し
た
公
園
は
一
層
人
の
心
に
優
し
さ

を
与
え
て
く
れ
る
。
１
９
７
２
年
︵
昭

和
47
︶
日
本
初
の
親
水
公
園
で
あ
る
古

川
親
水
公
園
が
造
ら
れ
た
。
土
屋
十
圀

著
﹃
都
市
河
川
の
総
合
親
水
計
画
﹄︵
信

山
社
サ
イ
テ
ッ
ク
１
９
９
９
︶
に
、

﹁
親
水
公
園
と
は
河
川
、
海
、
池
、
湖
沼

な
ど
形
態
に
こ
だ
わ
ら
ず
水
を
主
題
と

し
て
、﹃
意
図
的
﹄
に
﹃
親
水
性
﹄
を
取

り
入
れ
た
施
設
の
総
称
と
す
る
﹂
と
定

義
す
る
。
親
水
公
園
と
し
て
の
天
満
緑

道
︵
名
古
屋
市
︶、
新
町
川
水
際
公
園

︵
徳
島
市
︶、
一
の
坂
ホ
タ
ル
護
岸
︵
山

口
市
︶、
物
部
川
緑
地
公
園
、
中
村
市
ト

ン
ボ
自
然
公
園
︵
と
も
に
高
知
県
︶
等

を
論
じ
た
。

谷
戸
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
捉
え
た

田
中
正
大
著
﹃
東
京
の
公
園
と
原
地
形
﹄

︵
け
や
き
出
版
２
０
０
５
︶
に
は
、
石

神
井
公
園
、
新
宿
公
園
、
三
渓
園
、
南

湖
︵
福
島
県
︶
な
ど
を
と
り
あ
げ
て
い

る
。
１
９
０
６
年
︵
明
治
39
︶
開
園
の

新
宿
公
園
に
つ
い
て
、﹁
池
も
一
つ
で
な

く
て
、
上
ノ
池
、
中
ノ
池
、
下
ノ
池
と

続
い
て
い
く
。
池
の
南
は
ま
た
台
地
と

な
っ
て
い
る
。
三
つ
の
池
は
北
の
台
と

南
の
台
に
挟
ま
れ
た
谷
に
な
っ
て
、
こ

こ
を
流
れ
て
い
た
川
︵
渋
谷
川
︶
を
堰

止
め
た
も
の
で
あ
る
。
水
源
は
天
竜
寺

の
池
だ
と
さ
れ
、
江
戸
絵
図
に
描
か
れ

て
い
る
。︵
略
︶
こ
の
あ
た
り
が
谷
頭
で

北
の
台
と
南
の
台
に
囲
ま
れ
た
谷
戸
地

形
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
谷
口
は
御
苑

の
南
東
端
に
あ
る
﹂
と
検
証
す
る
。
こ

の
よ
う
な
谷
戸
か
ら
の
湧
水
が
３
つ
の

池
を
含
め
た
親
水
公
園
を
形
成
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

韓
国
ソ
ウ
ル
市
で
は
高
架
道
路
で
埋

ま
っ
て
い
た
清
渓
川
が
２
０
０
５
年

︵
平
成
17
︶
に
再
生
さ
れ
、
そ
の
水
辺
復

元
、
親
水
性
の
回
復
に
よ
り
遊
覧
す
る

人
た
ち
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
黄
祺
淵
ほ

か
著
、
周
藤
利
一
訳
﹃
清
渓
川
復
元
﹄

︵
日
刊
建
設
工
学
新
聞
社
２
０
０
６
︶

は
、
清
渓
川
再
生
事
業
の
葛
藤
管
理

︵
社
会
的
対
立
︶
を
李
ソ
ウ
ル
市
長
の
力

強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
克
服
し
た
物

語
だ
。

以
上
、
い
く
つ
か
の
親
水
と
公
園
に

関
す
る
書
を
掲
げ
て
き
た
。
都
市
装
置

と
し
て
の
公
園
は
多
く
の
役
割
を
持
っ

て
い
る
が
、
そ
の
基
本
と
な
る
も
の
は

緑
と
水
に
あ
る
よ
う
だ
。
申
龍
徹
が
指

摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
公
園
が
市
民

に
愛
さ
れ
る
文
化
と
し
て
協
働
、
発
展

す
る
時
代
に
な
っ
て
き
た
。

に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
経
緯
を
詳
述

す
る
。

一
方
、
丸
山
宏
著
﹃
近
代
日
本
公
園

史
の
研
究
﹄︵
思
文
閣
１
９
９
４
︶
は

公
園
の
通
史
で
あ
る
。
１
９
２
４
年

︵
大
正
13
︶
都
市
計
画
法
に
土
地
収
用
法

が
組
み
込
ま
れ
、
博
物
館
や
博
覧
館
に

よ
る
公
園
の
拡
張
、
昭
和
で
は
震
災
復

興
、
防
災
緑
地
の
都
市
計
画
公
園
に
こ

の
法
が
適
用
さ
れ
た
。
い
つ
の
時
代
も

公
共
事
業
用
地
確
保
の
困
難
性
を
物
語

っ
て
い
る
。

申
龍
徹
著
﹃
都
市
公
園
政
策
形
成
史

︱
協
働
社
会
に
お
け
る
緑
と
オ
ー
プ
ン

ス
ペ
ー
ス
の
原
点
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局

２
０
０
４
︶
は
、
近
代
的
公
園
制
度
の

は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
太
政
官
布
達
か
ら

緑
の
基
本
計
画
、
新
た
な
海
上
公
園
の

策
定
ま
で
１
３
０
年
に
わ
た
る
わ
が
国

の
公
園
政
策
を
精
力
的
に
論
じ
、
次
の

よ
う
に
鋭
く
指
摘
す
る
。

﹁
都
市
公
園
の
制
度
・
政
策
・
行
政
は
、

明
治
以
降
の
集
権
的
整
備
の
仕
組
み
に

安
住
し
て
し
ま
い
、
都
市
公
園
は
市
民

権
を
得
な
い
ま
ま
、
財
政
の
ゆ
と
り
の

あ
る
場
合
に
取
り
上
げ
ら
れ
﹃
思
い
つ

き
行
政
﹄
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
の
原
因
は
明
治
維
新
後
の

欧
米
諸
都
市
の
視
察
・
見
聞
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
た
近
代
的
都
市
公
園
の
イ
メ

ー
ジ
、
言
い
換
え
れ
ば
、﹃
文
化
﹄
で
は

な
く
、﹃
文
明
＝
施
設
︵
営
造
物
︶﹄
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
﹂

同
様
の
指
摘
は
、
飯
沼
二
郎
・
白
幡

洋
三
郎
の
対
談
﹃
日
本
文
化
と
し
て
の

公
園
﹄︵
八
坂
書
房
１
９
９
３
︶
の
中

で
見
ら
れ
る
。
統
一
さ
れ
た
規
格
で
公

園
が
造
ら
れ
、
余
り
に
も
禁
止
事
項
が

多
く
、
利
用
す
る
市
民
の
立
場
を
考
慮

さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
子
ど
も
は
遊
び
の
天
才
で
あ

る
が
、
仙
田
満
著
﹃
子
ど
も
と
あ
そ
び
﹄

︵
岩
波
書
店
１
９
９
２
︶
に
は
遊
び
空

間
も
、
遊
び
時
間
も
、
友
だ
ち
も
な
い

と
嘆
き
、
そ
の
遊
び
を
発
揮
で
き
る
環

境
の
再
構
築
の
た
め
に
、
児
童
公
園
の

充
実
を
論
じ
る
。

し
か
し
な
が
ら
最
近
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

に
よ
る
市
民
た
ち
と
行
政
と
の
協
働
に

よ
る
公
園
運
営
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
小
野
佐
和
子
著
﹃
こ
ん
な

公
園
が
ほ
し
い
︱
住
民
が
つ
く
る
公
共

空
間
﹄︵
築
地
書
館
　
１
９
９
７
︶
に
は
、

住
民
の
参
加
に
よ
っ
て
触
る
こ
と
が
で

き
、
利
用
で
き
る
公
園
づ
く
り
を
紹
介

し
て
い
る
。
羽
根
木
プ
レ
ー
パ
ー
ク

︵
世
田
谷
区
︶
は
焚
き
火
、
木
登
り
、
穴

堀
り
な
ど
、
公
園
で
禁
止
さ
れ
て
い
る

遊
び
が
で
き
る
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
の

場
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
浅
羽
良
和
著
﹃
里
山
公
園

と
﹁
市
民
の
森
﹂
づ
く
り
の
物
語
﹄︵
は

る
書
房
２
０
０
３
︶
は
、﹁
ま
い
お
か

水
と
緑
の
会
﹂
の
メ
ン
バ
ー
が
、
舞
岡

谷
戸
︵
横
浜
市
︶
を
水
源
と
す
る
舞
岡

川
沿
い
に
池
や
田
ん
ぼ
を
活
用
し
、
水

車
、
火
の
見
や
ぐ
ら
、
耕
作
体
験
地
、

こ
ど
も
た
ん
ぼ
、
中
丸
の
丘
、
小
谷
戸
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第12回「水にかかわる生活意識調査（2006年）」

「都会っ子はプール派」

新聞はどこにニュース性を感じるか

ミツカン水の文化センター企画、鳥越皓之・嘉田由紀子・陣内秀
信・沖大幹　編による『里川の可能性』が新曜社より出版されまし
た（税込￥2,310）。目次は以下の通りです。
是非、ご高覧ください。

『里川の可能性』利水・治水・守水を共有する

序　　いまなぜ里川なのか 鳥越皓之

第１章　里川の意味と可能性 利用する者の立場から
荒川康＋鳥越皓之

第２章　里川と異質性社会 あらそう人びと、つながる人びと　
菅　豊

第３章　里川への経済学的アプローチ 矢作川の保全活動から　
太田隆之＋諸富徹

対　談　他者との対話から生まれる川の物語

平田オリザ×嘉田由紀子
第４章　半自然公物としての里川 千年持続する河川技術から考える

沖大幹
対　談　川への思い入れが拡げる新たな公 島谷幸宏×沖大幹

第５章　流れから見たエコシティ 難波匡甫＋陣内秀信

対　談　「まち川」が多様な人びとを結びつける

吉見俊哉×陣内秀信
第６章　書誌「里川」 古賀邦雄

終　章　里川を求める思想 川とつきあいたい理由　　鳥越皓之

里川宣言 利水・治水・守水の共有　　ミツカン水の文化センター
里川プロジェクトチームの研究テーマ
わたしの里川写真
里川を考えるためのブックガイド50

当センターでは、毎年６月に「水にかかわる生活意識調査」を東京、名
古屋、大阪の約620名を対象に実施し、７月に結果を公表しています。こ
れまでの10年間の調査結果はセンターホームページでご覧いただくことが
できます。ここでは、最新の調査結果から、注目された項目についてご紹
介いたします。

Ｑ　あなたが泳ぐとしたら

「清潔な水のプール」と「自然の川・海」のどちらがいいですか。

１．「清潔な水のプール」のほうがいい。

２．どちらかというと清潔な水のプール。

３．どちらともいえない。

４．どちらかというと「自然の川・海」

５．「自然の川・海」のほうがいい。

自然の中で泳いだことのない子供が過半数に達する中、実際に泳ぐとし
たら衛生的な「プール」と、自然の「川・海」どちらが好まれるのか。自
然派（「川・海がいい」、「どちらかというと川・海がいい」）が41.５％、プ
ール派（「プールがいい」「どちらかといとプールがいい」）が39.７％と、
両者が拮抗している結果が出ました。

『水にかかわる生活意識調査』は32の主要設問からなっていますが、結
果が７月20日に公表されると、新聞各紙がもっとも注目したのがこの設問
でした。

見出しは「現代っ子はプール派？－川や海で６割泳がず」

今年の夏は、海や、安全が確保されているはずのプールで子供の事故が
相次ぎ、社会的問題として意識されるようになったことも注目原因の一つ
だったようです。

この設問の意図は、泳ぐ場面で人はどの程度「衛生感」を気にするかを
調べることにありました。ところが、いざ結果が公表されると、「水遊びの
場で子供が身を守れなくなっている」という新聞が設定した文脈で引用さ
れることが多く、「自然の水との接触機会が少ない」ことにニュース性が与
えられたことがわかります。

『里川の可能性』
出版のお知らせ
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第24号

ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

■水の文化24号予告

特集「舟運の流通史」（仮）

舟運は、河川と海をつなぐ物流ネットワークで

あるとともに、人々の商い関係を形作ってきま

した。港町が最先端の情報拠点だった時代もあ

りましたし、今あらたな交通モードとして注目

されている地もあります。人は舟運に何を求め

てきたのでしょうか。

『水の文化』に関する情報をお寄せください

本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水との関わり」

に焦点を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。

ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域

に根差した調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他

薦を問いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化バックナンバーをホームページで

本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。

すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用

ください。

編
集
後
記

◆

公
園
、
あ
ら
た
め
て
見
る
と
、﹁
公
﹂
の
字
が
人
々
と

の
距
離
を
遠
く
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
や
は
り
、
芝
生

に
入
る
ベ
カ
ラ
ズ
の
看
板
が
あ
っ
た
り
、
美
的
感
覚
の

欠
落
し
た
頼
り
な
い
フ
ェ
ン
ス
が
あ
っ
た
り
、
規
則
・

規
律
に
縛
ら
れ
た
﹁
公
共
施
設
﹂
を
思
っ
て
し
ま
う
。

使
う
側
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
く
﹁
公
園
﹂
が
あ
っ

て
も
よ
い
と
思
う
。︵
新
︶

◆

今
年
の
夏
は
と
て
も
暑
く
、
時
折
見
か
け
る
、
公
園

の
噴
水
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
が
と
て
も
羨
ま
し
か
っ
た
。

私
が
子
ど
も
の
頃
遊
ん
だ
公
園
に
は
噴
水
な
ん
て
立
派

な
も
の
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
水
飲
み
場
の
水
を
噴
水

に
見
立
て
て
遊
ん
だ
お
ぼ
え
が
あ
る
。
い
つ
の
時
代
も
、

子
ど
も
の
遊
び
に
水
は
欠
か
せ
な
い
。︵
百
︶

◆

﹁
コ
ウ
エ
ン
行
か
な
い
？
﹂
と
聞
か
れ
て
、﹁
講
演
﹂

﹁
公
演
﹂
そ
れ
と
も
﹁
後
援
﹂
？
　
そ
う
い
え
ば
、
全
然
、

公
園
に
は
行
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
日
本
で
の
話
だ
。

Ｎ
Ｙ
に
行
け
ば
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
に
は
必
ず
行
く
し
、

グ
エ
ル
公
園
も
大
好
き
だ
。
日
本
の
公
園
に
何
か
を
求

め
て
行
く
こ
と
を
最
近
し
て
い
な
い
だ
け
な
の
だ
。
子

供
の
頃
は
ラ
ジ
オ
体
操
を
、
高
校
時
代
は
友
人
と
の
長

話
で
駅
裏
の
公
園
に
よ
く
行
っ
た
も
の
だ
。
久
し
ぶ
り

に
公
園
に
行
っ
て
み
よ
う
。︵
ゆ
︶

◆

小
学
生
に
な
っ
た
ら
近
く
の
街
区
公
園
な
ど
見
向
き

も
し
な
く
な
っ
た
息
子
が
、
泥
田
で
遊
ぶ
と
目
を
輝
か

し
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
父
親
は
、
川
床
で
せ
せ
ら
ぎ

の
音
を
聴
き
な
が
ら
ほ
ろ
酔
い
加
減
。
こ
れ
ま
た
イ
イ

気
分
だ
。
な
ぜ
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
遊
興
と
水
は
相

性
が
よ
い
。︵
中
︶

◆

う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
の
中
、
嬉
々
と
し
て
水
と
戯
れ

る
子
ど
も
た
ち
に
数
多
く
出
会
っ
た
。
水
が
生
き
物
に

と
っ
て
根
源
的
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
が
、
理
屈
で
は

な
く
迫
っ
て
く
る
風
景
に
だ
。
子
ど
も
に
帰
り
た
い
！

と
心
か
ら
願
う
瞬
間
。
夏
の
水
辺
取
材
に
は
、
少
な
く

と
も
ゴ
ム
ゾ
ー
リ
が
必
需
品
だ
。︵
賀
︶

水の文化
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表紙上：東京・日比谷公園の芝生は柵で守られている。日本で芝生を完璧な状態に維持するのは容易ではない。
日本中の公園で立ち入り禁止の芝生スペースを目にするのは、メンテナンスの大変さゆえだ。
それでも、芝生がいいと思う気持ちはどこからくるのだろう。

表紙下：東京の武蔵野公園の｢水遊びの池」。強い日差しで温められた水が、足に、身体に「夏」を感じさせる。

裏表紙上：神田川の上流である善福寺川の源、善福寺池。砂浴びをするために、温まった砂地に鳩が集まっていた。
水がある公園には、生き物の豊かな暮らしが営まれている。

裏表紙下左：京都下賀茂神社の糺（ただす）の森では発掘調査が行なわれ、古い流れを復活し、保存、
まるで人の手が加えられていないかのような自然を演出している。
訪れる人みんながこの景観のつくり手と同じ気持ちになれば、この環境を維持することはたやすいだろう。
メンテナンスに参加するのは、その気持ちを持つための一番早い手がかりかもしれない。

右：武蔵野公園は多摩川の支流、野川に隣接している。東京本来の自然の姿は亜熱帯ジャングルなのだ。
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