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特
集

「
秋
の
夜
」

夜は毎日やってきて、そして必ず明けていきます。
晴れの日も、雨の日にも。
楽しいことがあった日も、悲しみに暮れた日にも。

平成 29年版理科年表によると、大阪で日入から日出までの
夜の時間が最も短いのは６月 20 日前後で９時間 31 分、最
も長いのは 12 月 17 日前後で 14 時間 10 分にもなります。
睡眠を７時間とってもまだ７時間も夜です。今の時期から年
末にかけて夜は徐々に長くなっていきます。

稀代のエッセイスト清少納言は「秋は夕暮れ」と記しました。
夕暮れに山の端を飛ぶ鳥や日が沈んだ後の風の音、虫の音の
しみじみとした趣を表現したのです。今よりも自然との距離
が近かった時代ならではの感覚でしょう。
彼女の生きた時代と比べて現代は夜の過ごし方にも多くの選
択肢があります。

季節の移ろいを感じながら、夜の長いこの時期のナイトライ
フを楽しみたいものです。
今号では秋の夜の過ごし方をテーマにお届けします。

編集委員会



こ
れ
か
ら
冬
に
向
か
っ
て
空
気
が
澄
み
、

夜
景
が
一
段
と
綺
麗
に
な
っ
て
く
る
季
節

で
す
。

　

東
京
都
の
景
観
に
関
す
る
調
査
で
、

都
内
の
夜
景
の
写
真
を
撮
っ
て
回
っ
て

い
ま
す
が
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
や
高
層
ビ

ル
の
展
望
台
な
ど
、
夜
景
を
愉
し
む
た
め

に
高
い
料
金
が
必
要
な
と
こ
ろ
も
多
い
で

す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
お
手
軽
に
（
無
料

で
）
愉
し
め
る
東
京
の
夜
景
ス
ポ
ッ
ト
を

い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
ガ
ー
デ
ン
（
丸
の
内
）

　

東
京
駅
丸
の
内
口
に
あ
る
中
央
郵
便
局

に
は
屋
上
ガ
ー
デ
ン
が
整
備
さ
れ
、
無
料

で
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。
落
ち
着
い
た
色

の
照
明
で
照
ら
さ
れ
た
東
京
駅
の
駅
舎
と

白
色
を
中
心
と
し
た
照
明
で
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
さ
れ
た
高
層
ビ
ル
の
対
比
を
間
近
で
愉

し
む
事
が
で
き
ま
す
。
東
京
駅
の
近
く
に

は
他
に
も
丸
の
内
ビ
ル
や
新
丸
ビ
ル
な
ど

に
も
無
料
で
景
色
を
愉
し
め
る
ス
ポ
ッ
ト

が
あ
る
の
で
、
東
京
へ
の
行
き
帰
り
の
際

に
是
非
立
ち
寄
っ
て
み
て
下
さ
い
。

■
皇
居
外
苑

　

皇
居
外
苑
は
、
周
囲
に
遮
る
も
の
の
な

い
開
け
た
空
間
で
あ
り
、
夜
間
に
は
、
霞
ヶ

関
か
ら
丸
の
内
、
大
手
町
の
ビ
ル
群
を
見

渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
都
心
部
で
ア
イ

レ
ベ
ル
か
ら
高
層
ビ
ル
群
を
見
た
り
、
写

真
を
撮
っ
た
り
で
き
る
場
所
は
少

な
い
た
め
、
お
奨
め
し
た
い
場
所

で
す
。
た
だ
し
、
苑
内
は
暗
く
、

ほ
と
ん
ど
人
も
い
な
い
た
め
、
少

し
怖
い
で
す
。

■
東
京
都
庁
北
展
望
室
（
新
宿
）

　

高
さ
２
０
２
ｍ
と
、
無
料
で
利

用
で
き
る
展
望
台
と
し
て
お
そ
ら

く
都
内
一
の
高
さ
を
誇
る
施
設
で

あ
り
、
煌
め
く
新
宿
副
都
心
の
高

層
ビ
ル
群
を
見
下
ろ
し
た
り
、
遠

く
東
京
タ
ワ
ー
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
を
眺
め
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
都
庁
に
は
も
う
一

つ
、
南
展
望
室
も
あ
る
の

で
す
が
、
こ
ち
ら
は
夜
間

の
公
開
は
し
て
い
な
い
の

で
、
訪
れ
る
際
に
は
注
意

し
て
下
さ
い
。

■
デ
ッ
ク
ス
東
京
ビ
ー

チ
（
お
台
場
）、
隅
田
川

テ
ラ
ス

　

い
ず
れ
も
水
辺
の
夜

景
が
愉
し
め
る
場
所
で

あ
り
、
デ
ッ
ク
ス
か
ら

は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ

た
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ

ジ
越
し
に
都
心
の
夜
景

を
見
渡
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
目
の
前

の
公
園
の
樹
木
は
一
年

中
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

で
飾
ら
れ
て
お
り
、
幻

山﨑将也
都市・地域プランニンググループ

想
的
な
気
分
に
な
れ
ま

す
。
隅
田
川
テ
ラ
ス
は
、

様
々
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

さ
れ
た
橋
梁
や
ス
カ
イ

ツ
リ
ー
を
愉
し
む
こ
と

が
で
き
る
他
、
数
多
く

行
き
交
う
屋
形
船
も
川

の
夜
景
に
彩
り
を
与
え

て
い
ま
す
。

　

以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
に

趣
の
異
な
る
夜
景
が
手

軽
に
愉
し
め
る
ス
ポ
ッ

ト
を
ご
紹
介
し
ま
し

た
。
他
に
も
下
町
、
工

場
、
空
港
な
ど
ま
だ

ま
だ
絵
に
な
る
夜
景
が

あ
り
ま
す
の
で
、
秋

の
夜
長
、
皆
さ
ん
も

自
分
だ
け
の
夜
景
ス

ポ
ッ
ト
を
探
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

東
京
の
夜
景
を
気
軽
に
愉
し
も
う
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新宿副都心から東京タワーを望む

中央郵便局屋上ガーデンより東京駅と高層ビル

皇居外苑より丸の内の高層ビル群

デックス東京ビーチより 上：レインボーブリッジと屋形船
　　　　　　　　　　　　 下：永代橋のライトアップ



山崎裕行
九州事務所（( 株 ) よかネット）

九
州
・
福
岡
は
、
よ
う
や
く
夏
の
暑

さ
が
和
ら
ぎ
は
じ
め
て
き
ま
し
た
。

毎
年
、
暑
さ
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
の

地
域
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

　

８
月
末
に
新
潟
に
行
く
機
会
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
福
岡
が
最
高
気

温
31
度
の
日
に
、
新
潟
は
26
度
だ
っ

た
の
で
、
驚
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
、
本
題
。
今
号
の
テ
ー
マ

が
「
秋
の
夜
」
と
い
う
こ
と
で
、
涼

し
く
な
っ
て
来
た
時
に
「
行
き
ま
す

か
！
」
と
な
る
場
所
と
言
え
ば
、
や

は
り
「
屋
台
」
で
し
ょ
う
か
。
屋
台

は
、
も
ち
ろ
ん
季
節
を
問
わ
ず
に
出

て
い
ま
す
。
夏
の
屋
台
は
、
四
方
の

扉
が
外
さ
れ
風
通
し
は
良
い
の
で
す

が
、
暑
い
時
は
ど
う
し
て
も
足
が
遠

の
い
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
か
ら
は
心
地
よ
い
風
に
あ
た
り
な

が
ら
の
ビ
ー
ル
、
焼
き
鳥
、
ラ
ー
メ

ン
が
最
高
に
美
味
し
い
季
節
で
す
。

肌
寒
い
時
に
は
、
味
が
し
み
込
ん
だ

お
で
ん
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

九
州
事
務
所
の
す
ぐ
近
く
に
も
屋
台

街
が
あ
り
、
10
軒
程
度
の
屋
台
が
そ

れ
ぞ
れ
の
味
を
競
っ
て
い
ま
す
。
常

連
さ
ん
か
ら
観
光
客
ま
で
、
ぐ
る
り

と
カ
ウ
ン
タ
ー
を
囲
ん
で
美
味
し
い

お
酒
、
料
理
に
舌
鼓
。
定
番
の
味
か

ら
、
こ
の
季
節
だ
か
ら
味
わ
え
る
も

の
ま
で
様
々
で
す
。
各
屋
台
、
多
く

て
も
10
人
程
度
の
客
席
な
の
で
、
知

ら
な
い
人
同
士
で
あ
っ
て
も
、
す
ぐ

に
打
ち
解
け
て
会
話
が
弾
み
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
福
岡
の
屋
台
で
す
が
、

平
成
25
年
に
市
の
屋
台
基
本
条
例
が
施

行
さ
れ
た
際
に
は
、屋
台
街
の
移
動（
別

の
場
所
で
の
営
業
）
や
、
公
募
に
よ
る

屋
台
選
定
な
ど
が
あ
り
、
少
し
混
乱
が

見
ら
れ
ま
し
た
。
名
義
を
借
り
て
屋
台

を
運
営
し
て
い
た
方
の
中
に
は
、
公
募

か
ら
落
ち
て
し
ま
い
辞
め
ざ
る
を
え
な

い
お
店
も
あ
り
ま
し
た
。
福
岡
の
屋
台

は
観
光
資
源
で
も
あ
り
、「
店
主
」「
お

客
」「
地
域
」
そ
れ
ぞ
れ
共
存
す
る
こ

と
で
、
こ
れ
か
ら
も
長
く
残
っ
て
ほ
し

い
も
の
で
す
。

　

お
気
に
入
り
の
屋
台
で
過
ご
す
も

よ
し
、色
々
な
屋
台
を
巡
り
食
べ
（
呑

み
）
歩
く
も
よ
し
、
九
州
・
福
岡
に

お
越
し
の
際
に
は
、
ぜ
ひ
、
屋
台
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

暑
く
も
な
く
寒
く
も
な
く
、
そ
し
て

夜
空
に
輝
く
美
し
い
月
。
秋
の
夜
は
、

ま
ち
歩
き
に
最
適
で
す
。

　

銭
湯
が
大
好
き
な
私
は
、
近
所
の

銭
湯
に
行
く
だ
け
で
は
な
く
、
各
地

の
銭
湯
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
り
、
旅

に
で
て
も
一
日
の
締
め
く
く
り
は
必

ず
銭
湯
で
す
。

　

そ
の
魅
力
は
、
背
景
画
（
タ
イ
ル

絵
、
ペ
ン
キ
絵
）、
タ
イ
ル
、
の
れ
ん
、

番
台
、
桶
、
宮
造
り
建
築
（
唐
破
風

と
懸
魚
）、
格
天
井
、
柳
行
李
、
釜

形
ド
ラ
イ
ヤ
ー
、
広
告
入
り
ガ
ラ
ス

な
ど
挙
げ
だ
し
た
ら
切
り
が
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
職
人
技
が

光
る
芸
術
作
品
で
す
。
も
ち
ろ
ん
地

域
の
人
々
の
大
切
な
交
流
の
場
で
も

あ
り
ま
す
。
銭
湯
は
古
く
か
ら
あ
る

日
本
の
良
き
文
化
で
あ
り
残
す
べ
き

ま
ち
の
財
産
で
す
。

　

さ
て
、
京
都
か
ら
大
阪
に
通
勤
し

て
い
る
私
は
、
実
は
大
阪
の
ま
ち
を

知
り
ま
せ
ん
。
な
の
で
、
最
近
、
会

社
帰
り
に
ま
ち
歩
き
を
兼
ね
た
銭

湯
巡
り
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
事

前
に
最
寄
り
駅
と
銭
湯
ま
で
の
道
順

を
ざ
っ
く
り
調
べ
、
訪
れ
る
ま
ち
の

先
入
観
を
な
る
べ
く
持
た
な
い
よ
う

に
出
か
け
ま
す
。
初
め
て
の
駅
で
降

り
た
瞬
間
、
心
は
旅
人
に
な
り
、
銭

湯
目
指
し
た
ミ
ス
テ
リ
ー
ナ
イ
ト
ツ

ア
ー
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
知
ら
な

い
道
を
ジ
グ
ザ
グ
進
み
、
路
地
や
商

店
街
を
歩
い
て
い
る
と
レ
ト
ロ
な
建

物
や
看
板
に
出
会
い
ま
す
。
あ
ち
こ

ち
迷
う
の
も
楽
し
み
の
う
ち
で
、
ミ

ス
テ
リ
ア
ス
で
わ
く
わ
く
感
が
倍
増

し
ま
す
。
そ
し
て
、
薄
暗
い
夜
道
に

浮
か
び
上
が
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
煙

突
を
見
つ
け
銭
湯
に
た
ど
り
着
く
と

完
全
に
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
さ
れ
ま
す
。

　

大
理
石
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
大

阪
式
の
浴
槽
に
ざ
ぶ
ー
ん
と
入
浴

し
、
時
に
は
他
の
お
客
さ
ん
と
お

し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
流

れ
る
時
間
を
楽
し
み
ま
す
。
お
風
呂

上
が
り
に
は
も
ち
ろ
ん
冷
た
い
牛
乳

で
す
。
そ
の
後
も
ま
ち
歩
き
を
続
け
、

め
ぼ
し
い
店
を
見
つ
け
た
ら
遅
い
夕

飯
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
よ

う
や
く
帰
路
に
着
く
。
こ
れ
ぞ
、
私

の
秋
の
夜
長
の
楽
し
み
方
で
す
。
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事務所近くの屋台街

中村孝子
企画政策推進室

レトロな銭湯外観（大阪市旭区　錦水湯）

まち歩きで出会ったパルナス店舗跡
（大阪市生野区）

ちょっぴりミステリアスな銭湯ナイトツアーアー

博多の夜の風物詩「屋台」を楽しむ



私
は
一
年
を
通
じ
て
、
四
季
折
々
さ

ま
ざ
ま
な
釣
り
を
楽
し
ん
で
い
る

が
、
秋
は
回
遊
魚
で
あ
れ
根
魚
で
あ

れ
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
ど
ん
な
魚

と
も
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

今
回
、
紹
介
す
る
の
は
、
大
阪

湾
秋
の
風
物
詩
「
タ
チ
ウ
オ
釣
り
」

で
あ
る
。
タ
チ
ウ
オ
は
、
ス
ー
パ
ー

で
も
７
０
０
〜
８
０
０
円
で
切
り

身
が
販
売
さ
れ
て
お
り
、
食
卓
に

と
っ
て
も
身
近
な
魚
だ
ろ
う
。
生

態
的
に
は
、
北
海
道
〜
九
州
南
部

沿
岸
域
の
表
層
か
ら
水
深 
４
０
０

メ
ー
ト
ル 

程
度
の
泥
底
近
く
で
群

れ
て
生
活
し
て
い
る
が
、
河
口
な

ど
汽
水
域
ま
で
入
っ
て
く
る
こ
と

も
あ
る
。
毎
年
、
９
月
下
旬
〜
12

月
上
旬
に
か
け
て
、
大
阪
湾
で
は

岸
か
ら
の
釣
り
（「
お
か
っ
ぱ
り
」）

で
も
手
軽
に
狙
え
る
よ
う
に
な
り
、

釣
り
場
は
ど
こ
も
タ
チ
ウ
オ
狙
い

の
釣
り
人
で
混
雑
す
る
。
特
に
、
武

庫
川
〜
西
宮
浜
一
帯
は
、
魚
影
が

濃
く
、タ
チ
ウ
オ
釣
り
の
「
メ
ッ
カ
」

と
も
呼
ば
れ
て
お

り
、
私
も
頻
繁
に

出
没
し
て
い
る
。

　

タ
チ
ウ
オ
を
狙

う
時
間
帯
は
二
つ
、

早
朝
と
夕
方
か
ら

日
没
後
数
時
間
で

あ
る
が
、
こ
の
釣

り
の
醍
醐
味
は「
夜

間
の
ウ
キ
釣
り
」

に
あ
る
。
夜
釣
り
の
場
合
、
視
認

性
を
高
め
る
た
め
、
小
型
の
リ
チ

ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
等
を
搭
載
し
た

「
電
気
ウ
キ
」
と
い
う
発
光
ウ
キ
を

使
う
こ
と
に
な
る
。
発
光
色
は
、緑
・

赤
・
白
な
ど
様
々
で
あ
る
。

　

さ
て
、
釣
り
を
開
始
し
よ
う
。
夕

方
、
釣
り
人
は
一
様
に
電
気
ウ
キ
を

準
備
し
て
、
エ
サ
の
キ
ビ
ナ
ゴ
を

付
け
て
、
一
斉
に
海
に
投
げ
込
む
。

隣
の
釣
り
人
と
の
間
隔
は
５
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
し
か
な
く
、
窮
屈
で
あ

る
。
完
全
に
夜
の
帳
が
下
り
た
19

時
頃
、
そ
こ
に
は
幻
想
的
な
景
色

が
広
が
る
。
色
と
り
ど
り
の
電
気

ウ
キ
が
岸
か
ら
10
〜
15
メ
ー
ト
ル

の
距
離
で
整
列
し
て
お
り
、
そ
の

背
後
に
は
六
甲
山
の
夜
景
が
広
が

る
。
毎
年
、
こ
の
景
色
を
み
る
た

び
に
、
秋
が
来
た
と
思
う
の
で
あ

る
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、

今
日
も
私
は
釣
具
屋
へ
向
か
う
の

で
あ
る
。
皆
様
も
、
ぜ
ひ
大
阪
湾

秋
の
風
物
詩
を
ご
堪
能
あ
れ
。
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大阪湾秋の風物詩「タチウオ釣り」

タチウオ釣りの風景（西宮市鳴尾浜）

山部健介
地域産業イノベーショングループ

かの文豪も愛したカフェの過ごし方
長沢弘樹

サスティナビリティマネジメントグループ

日
課
の
よ
う
に
カ
フ
ェ
に
行
く
、
そ

ん
な
生
活
の
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　

昼
に
比
べ
て
肌
寒
く
感
じ
る
こ
と
の

多
い
秋
の
夜
は
、
と
り
わ
け
カ
フ
ェ

を
訪
れ
る
の
に
適
し
た
季
節
で
す
。
近

年
は
カ
フ
ェ
の
立
地
や
種
類
も
多
様
化

し
、
繁
華
街
で
な
く
と
も
好
み
の
店
を

見
つ
け
た
り
、
目
的
に
合
わ
せ
て
店
を

選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
珈
琲
や
紅
茶
だ
け
で
な
く
、
気
分

に
合
わ
せ
て
ビ
ー
ル
や
ワ
イ
ン
を
楽
し

め
る
店
も
多
く
、
客
層
も
多
様
化
し
て

い
ま
す
。
私
も
毎
日
の
よ
う
に
カ
フ
ェ

（
喫
茶
店
で
す
が
）
に
行
き
ま
す
が
、

学
生
の
頃
の
習
慣
を
今
な
お
続
け
て
い

る
こ
と
に
苦
笑
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

人
は
な
ぜ
カ
フ
ェ
に
い
く
の
で

し
ょ
う
。
自
分
で
も
分
か
ら
な
い
の

に
そ
ん
な
問
い
は
愚
問
で
し
ょ
う
か
。

　

文
豪
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
晩
年
の

作
品
、
パ
リ
で
過
ご
し
た
20
代
の
若

き
日
々
を
描
い
た
自
伝
的
小
説
の
「
移

動
祝
祭
日
」
で
は
、
カ
フ
ェ
の
場
面

が
繰
り
返
し
出
て
き
ま
す
。
目
的
を

持
っ
て
、
或
い
は
気
の
向
く
ま
ま
に

カ
フ
ェ
を
訪
れ
、
仲
閒
と
議
論
し
、

妻
と
愛
を
語
ら
い
、
空
腹
を
満
た
し

ま
す
。
独
り
の
時
は
小
説
の
執
筆
と

い
う
仕
事
を
こ
な
し
、
面
倒
な
知
人

を
見
つ
け
た
ら
そ
そ
く
さ
と
逃
げ
だ

し
ま
す
。
そ
ん
な
刺
激
的
な
日
常
を

送
る
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
カ
フ
ェ
を

自
由
自
在
に
使
い
こ
な
す
達
人
に
見

え
、羨
ま
し
く
な
り
ま
す
。
と
は
言
え
、

こ
れ
は
40
年
後
に
振
り
返
っ
て
書
か

れ
た
小
説
で
す
。
た
だ
で
さ
え
美
し

い
思
い
出
を
更
に
美
し
く
切
り
取
っ

て
い
る
こ
と
は
読
み
手
に
も
分
か
り

ま
す
。
郷
愁
を
伴
っ
た
美
し
さ
も
高

度
に
作
為
的
な
も
の
に
見
え
ま
す
。

　

ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
パ
リ
に
い
た

１
９
２
０
年
代
、
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
、
ジ
ャ
ン
・

コ
ク
ト
ー
等
、
多
く
の
分
野
で
新
し

い
芸
術
が
華
開
き
ま
し
た
。
そ
ん
な

時
代
に
小
説
家
と
し
て
の
下
積
み
生

活
を
送
っ
た
か
ら
こ
そ
、
パ
リ
を
離

れ
た
後
も
そ
の
経
験
を
懐
か
し
む
だ

け
で
な
く
、
自
身
を
奮
起
さ
せ
る
糧

と
し
、
死
の
間
際
に
は
小
説
に
ま
で

昇
華
さ
せ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

私
を
含
め
、
誰
し
も
そ
う
し
た
類
の

経
験
を
持
っ
て
い
ま
す
。
カ
フ
ェ
に

足
を
運
ぶ
理
由
の
一
つ
に
は
、
既
に
失

な
っ
て
し
ま
っ
た
、
下
手
を
す
る
と
忘

れ
て
さ
え
し
ま
い
か
ね
な
い
経
験
に
力

を
与
え
、
現
実
の
日
常
生
活
を
鼓
舞
す

る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

れ
に
は
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
よ
う
に
カ

フ
ェ
を
使
い
こ
な
す
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
目
の
前
の
カ
フ
ェ
を
た
だ
訪
れ
、

気
が
向
い
た
も
の
を
注
文
す
る
。
そ
れ

だ
け
で
十
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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地
方
都
市
の
駅
前
が
寂
し
く
な
り
、
活
性

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
数

十
年
が
経
ち
ま
す
。
中
心
市
街
地
活
性
化

法
、
立
地
適
正
化
計
画
、
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
等
様
々
な
ツ
ー
ル
を
、
ど
の
様
に

活
用
す
る
の
か
が
今
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
６
月
中
心
市
街
地
活
性
化

基
本
計
画
の
認
可
、
平
成
25
年
３
月
ま
ち

づ
く
り
準
備
組
合
設
立
、
平
成
26
年
６
月

都
市
計
画
決
定
、
平
成
27
年
３
月
組
合
認

可
、
平
成
27
年
９
月
権
利
変
換
計
画
の
認

可
、
平
成
27
年
10
月
工
事
着
工
と
、
ア
ル

パ
ッ
ク
が
都
市
計
画
決
定
か
ら
約
３
年

半
に
渡
り
支
援
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
長

浜
駅
東
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
が
完

成
し
、
駅
前
の
賑
わ
い
の
拠
点
と
な
る

「
え
き
ま
ち
テ
ラ
ス
長
浜
」
が
平
成
29
年

７
月
末
に
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
し
ま
し

た
。

　
【
集
ま
る
】【
繋
が
る
】【
伝
え
る
】【
育

て
る
】
と
い
う
地
域
住
民
の
４
つ
の
想

い
か
ら
生
ま
れ
た
「
え
き
ま
ち
テ
ラ
ス

長
浜
」。
伊
吹
山
を
望
む
展
望
デ
ッ
キ
や

イ
ベ
ン
ト
広
場
等
の
豊
か
な
オ
ー
プ
ン

ス
ペ
ー
ス
、
減
築
に
よ
る
再
開
発
、
え

き
ま
ち
マ
ル
シ
ェ
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

シ
ョ
ッ
プ
、
駅
周
辺
の
複
数
街
区
と
連
携

し
た
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
、
地
域

の
新
し
い
挑
戦
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で

す
。（
中
塚
）

■「
全
員
同
意
」「
土
地
は
そ
の
ま
ま
」「
身

の
丈
の
規
模
」「
山
蔵
の
曳
家
」

　

事
業
の
特
徴
は
、
①
全
員
同
意
型
の

権
利
変
換
方
式
を
採
用
し
、
②
区
分
所

有
者
が
土
地
を
共
有
で
は
な
く
、
分
有

し
た
こ
と
、
③
地
域
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

か
ら
、
低
容
積
の
身
の
丈
規
模
の
施
設

整
備
を
行
っ
た
こ
と
、
④
長
浜
曳
山
祭

の
曳
山
を
収
蔵
す
る
山
蔵
が
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
敷
地
を
２
分
割
し
、
十
分
な

緑
地
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
た
片
方
の
敷
地

に
、
こ
の
山
蔵
を
曳
家
し
て
整
備
し
た

こ
と
、
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
特
に
全

員
同
意
型
の
事
業
は
通
常
の
事
業
よ
り
、

事
務
手
続
も
合
意
形
成
も
手
間
が
か
か

る
も
の
で
し
た
。（
松
尾
）

■「
ま
ち
に
開
く
」「
駅
と
ま
ち
を
つ
な
ぐ
」

空
間
設
計

　

こ
の
建
物
は
駅
前
の
商
業
施
設
と
言
う

「えきまちテラス長浜」がグランドオープンしました

だ
け
で
な
く
、
長
浜
駅
と
ま
ち
な
か
を
つ

な
ぐ
公
共
的
な
歩
廊
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。
現
在
工
事
中
の
ペ
デ
ス

ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
が
完
成
す
る
と
駅
と
建

物
が
空
中
で
つ
な
が
り
、
建
物
内
や
屋
外

空
間
を
通
り
抜
け
て
黒
壁
エ
リ
ア
へ
人
々

を
導
く
計
画
で
す
。

　

特
に
、
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
と

デ
ッ
キ
階
に
設
け
た
イ
ベ
ン
ト
広
場
や
ま

ち
な
か
方
向
に
面
し
た
緑
地
等
の
屋
外
空

間
が
一
体
と
な
る
こ
と
で
、
駅
前
の
「
ま

ち
な
か
広
場
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
賑
わ

い
空
間
を
創
出
す
る
か
が
設
計
の
大
き
な

テ
ー
マ
で
し
た
。（
原
田
）

■
豊
か
な
「
新
た
な
公
的
空
間
」
を
ど
う

活
か
し
て
い
く
の
か

　

共
有
部
に
整
備
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
広

長浜駅から施設全体を望む

イベント広場～グリーンテラス～米川緑地

場
、
緑
地
、
ア
ト
リ
ウ
ム
は
、
民
間
の
建

物
内
に
あ
り
な
が
ら
、
新
た
な
公
的
空
間

と
し
て
、
駅
前
の
賑
わ
い
づ
く
り
、
暮
ら

し
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　

再
開
発
事
業
が
完
成
し
、
今
後
は
、
エ

リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
駅
前
の
他
街

区
と
も
連
携
し
、
こ
れ
ま
で
の
駅
前
に
不

足
し
て
い
た「
長
浜
で
の
豊
か
な
暮
ら
し
」

の
一
助
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら

を
継
続
し
て
実
施
す
る
た
め
に
、
色
々
な

人
、
団
体
と
の
連
携
の
し
く
み
の
構
築
を

進
め
て
い
ま
す
。（
西
村
）

※
本
業
務
は
、
中
塚
一
（
取
締
役
副
社

長
兼
大
阪
事
務
所
長
）、
馬
場
正
哲
（
主

席
研
究
監
）、
松
尾
高
志
・
西
村
創
（
地

域
再
生
デ
ザ
イ
ン
グ
ル
ー
プ
）、
原
田

捻
・
三
浦
健
史
（
建
築
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

デ
ザ
イ
ン
グ
ル
ー
プ
）
が
担
当
し
て
い

ま
す
。

イベント広場での「夏のえきまえビアナイト」



純米吟醸「藤袴」はロマンの香り

２
０
１
３
年
か
ら
関
わ
っ
て
き
た
大

原
野
地
域
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
策
定
と

推
進
の
一
環
と
し
て
、
今
年
の
初
夏

に
地
元
の
酒
米
を
使
用
し
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド
の
お
酒
の
発
売
に

や
っ
と
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

　

場
所
は
京
都
市
西
京
区
大
原
野
。

洛
西
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
近
郊
で
西
山

山
麓
に
広
が
る
の
ど
か
な
田
園
地
域

で
す
。
紫
式
部
の
源
氏
物
語
に
も
登

場
し
、
平
安
時
代
に
は
鷹
狩
り
や
花

の
宴
な
ど
、
貴
族
の
行
楽
の
地
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
た
地
で
す
。
そ
う

し
た
歴
史
と
自
然
豊
か
な
環
境
で
、

京
都
府
限
定
生
産
の
酒
米
「
祝
」
を

育
て
、
京
都
伏
見
の
キ
ン
シ
正
宗

（
株
）
と
連
携
し
、純
米
吟
醸
「
藤
袴
」

を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

草
花
の
「
藤
袴
」
は
、
淡
い
紫
色

の
花
を
つ
け
る
秋
の
七
草
の
一
つ
で

す
が
、
先
の
源
氏
物
語
の
第
三
十
帖

の
題
名
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
実
は
、

１
９
９
８
年
に
大
原
野
で
そ
の
原
種

が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
地
元
で

大
切
に
育
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
２
０
１
４
年
か
ら
は
毎
年

秋
に
「
フ
ジ

バ
カ
マ
祭
り
」

が
開
催
さ
れ
、

２
０
１
６
年
に

は
「
第
１
回

京
都 

藤
袴
サ

ミ
ッ
ト
」
も
開

か
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
地
域

の
方
々
の
想

い
の
込
も
っ
た
名
前
な
の
で
す
。
秋

に
は
、
香
り
豊
か
な
藤
袴
の
発
す
る

フ
ェ
ロ
モ
ン
に
誘
わ
れ
て
、
渡
り
の

蝶
で
あ
る
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
が
北
海
道

か
ら
飛
来
し
、
遠
く
は
台
湾
や
香
港

ま
で
約
２
４
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

飛
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
動
き
を

す
る
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
に
の
せ
て
「
藤

袴
」
を
広
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

瓶
の
ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ
ン
は
、
そ
ん

な
想
い
を
受
け
て
、
大
原
野
に
住
む

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
出
身
の
デ
ザ
イ

ナ
ー
が
形
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
藤

袴
」
の
題
字
は
大
原
野
特
産
が
タ
ケ

ノ
コ
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
地
元
の

書
道
家
が
「
竹
筆
」
で
し
た
た
め
ま

し
た
。

　

今
は
数
量
限
定
販
売
の
１
６
８
０

円
（
税
込
）
／
７
２
０
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
で
す
（
高
島
屋
洛
西
店
な
ど
で
販

売
︶。「
藤
袴
」の
酒
づ
く
り
オ
ー
ナ
ー

制
度
も
始
め
て
お
り
、
来
年
度
か
ら

拡
充
の
予
定
で
す
。

原田弘之：
地域産業イノベーショングループ
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和歌山市の歴史文化を活かしたまちづくりの
機運が高まっています

地
域
の
景
観
的
、
歴
史
的
す
ば
ら
し

さ
は
、
文
化
財
や
歴
史
的
建
造
物
な

ど
の
建
物
単
体
で
は
な
く
、
海
や
山
、

田
畑
な
ど
周
囲
の
自
然
と
一
体
と
な

り
、
地
域
全
体
と
し
て
感
じ
る
も
の

で
、
そ
の
環
境
は
人
々
の
活
動
が

あ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

和
歌
山
市
で
は
、
現
在
歴
史
的
風

致
維
持
向
上
計
画
の
策
定
に
向
け
て

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。「
歴
史
的
風

致
」
と
は
、
歴
史
的
な
建
造
物
と
周

囲
の
ま
ち
な
み
、
人
々
の
活
動
が
一

体
と
な
っ
た
環
境
を
言
い
、
こ
の
計

画
は
、
そ
れ
を
守
り
活
か
し
て
い
く

た
め
の
計
画
で
す
。

　

和
歌
山
市
と
い
え
ば
和
歌
山
城

が
有
名
で
す
が
、
そ
の
他
に
も
市

内
に
は
多
く
の
歴
史
文
化
が
残
っ

て
い
ま
す
。
南
部
の
和
歌
の
浦
は
、

古
代
か
ら
の
景
勝
地
と
し
て
、
そ

の
風
景
が
和
歌
に
詠
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
干
潟
や
島
し
ょ
の
自
然
的

要
素
の
上
に
、
歴
史
的
建
造
物
が

松下藍子：
都市・地域プランニンググループ

多
数
残
り
、
景
勝
地
な
ら
で
は
の

祭
礼
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
他
に
も
、
漁
業
を
生
業
と
し
、

そ
れ
に
関
連
す
る
祭
礼
や
風
習
の

残
る
雑
賀
崎
・
田
野
・
加
太
と
い
っ

た
漁
業
集
落
、
東
部
の
山
地
と
田
畑

に
囲
ま
れ
た
農
村
集
落
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
海
・
山
の
集
落
、
城
下

町
と
い
っ
た
、
異
な
る
文
化
、
異

な
る
景
観
の
特
徴
を
も
つ
見
所
の

あ
る
地
域
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

和
歌
山
市
で
は
昨
年
度
よ
り
、
雑

賀
崎
と
紀
三
井
寺
、
山
東
の
３
つ
の

地
域
に
お
い
て
、
住
民
の
方
々
と
景

観
ま
ち
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
も
、
農
業

や
漁
業
な
ど
の
生
業
、
歴
史
的
な
建

造
物
や
町
並
み
と
い
っ
た
地
域
の
歴

史
文
化
を
ど
う
守
っ
て
い
く
か
が
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
要
素

を
と
り
い
れ
な
が
ら
ど
う
ま
ち
づ
く

り
に
発
展
さ
せ
る
か
、
住
民
の
方
々

と
悩
み
な
が
ら
考
え
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
保
護
法
改
正
の
動
き
が
あ

り
、
市
町
村
が
文
化
財
を
地
域
振
興

に
活
用
す
る
計
画
を
定
め
、
国
が
認

定
す
る
制
度
が
改
正
の
柱
と
さ
れ
ま

す
。
今
後

ま
す
ま
す

歴
史
文
化

を
ま
ち
づ

く
り
に
活

か
す
こ
と

が
重
要
と

な
っ
て
き

ま
す
。

和歌祭の様子

景観まちづくりワークショップ
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お気に入りの食べ方を見つけよう！ 武藤健司：
地域産業イノベーショングループ

今
年
の
７
月
に
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大

阪
に
お
い
て
、
全
国
各
地
の
ひ
ま
わ

り
オ
イ
ル
の
産
地
が
一
同
に
集
結
し

た
「
ひ
ま
わ
り
オ
イ
ル
サ
ミ
ッ
ト
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ス
ー
パ
ー
な
ど
の
油
売
り
場
に

は
、
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
、
え
ご
ま
油
、

コ
コ
ナ
ッ
ツ
オ
イ
ル
…
と
さ
ま
ざ
ま

な
種
類
の
油
が
並
び
、
特
に
、
健
康

や
美
容
効
果
が
高
い
油
が
人
気
で

す
。
兵
庫
県
佐
用
町
で
は
、
ひ
ま
わ

り
オ
イ
ル
の
認
知
を
高
め
販
路
開
拓

に
つ
な
げ
よ
う
と
、
昨
年
度
か
ら
各

市
町
と
連
携
し
て
共
同
で
Ｐ
Ｒ
す
る

取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
に
重
視
し
た
テ
ー
マ
は
「
か

け
る
」。
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
の
買

い
物
客
を
来
場
者
と
し
て
迎
え
、
各
産

地
の
ひ
ま
わ
り
オ
イ
ル
を
、ア
イ
ス
に
、

野
菜
に
、
バ
ケ
ッ
ト
に
か
け
て
テ
イ
ス

テ
ィ
ン
グ
し
て
も
ら
い
、
オ
イ
ル
を
手

軽
に
楽
し
め
る
使
い
方
と
と
も
に
提
案

し
ま
し
た
（
個
人
的
に
は
、
生
野
菜
に

粉
チ
ー
ズ
と
と
も
に
か
け
る
の
が
オ
ス

ス
メ
で
す
）。

　

さ
ら
に
は
、
グ
ラ

ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
の

レ
ス
ト
ラ
ン
と
の
コ

ラ
ボ
企
画
で
、
ひ
ま

わ
り
オ
イ
ル
を
使
っ

た
料
理
を
開
発
し
て

い
た
だ
き
、
ひ
ま
わ

り
オ
イ
ル
の
魅
力
と

可
能
性
を
よ
り
多
く

の
人
に
Ｐ
Ｒ
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

“ ひまわりオイル ”  ×  “ ○○○ ”

　

ま
た
、
参
加
し
た
市
町
ど
う
し
の

交
流
会
で
は
、
直
面
す
る
課
題
、
企

業
連
携
に
よ
る
展
開
な
ど
に
つ
い
て

意
見
交
換
を
行
い
、
今
後
の
取
組
の

ヒ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
ひ
ま
わ
り

オ
イ
ル
は
、
少
し
ず
つ
、
着
実
に
拡

が
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。

＊
本
業
務
は
、
地
域
産
業
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ
の
原
田
弘
之
も
担

当
し
て
い
ま
す
。

さらなる進化をめざす京都市の景観政策
坂井信行：

都市・地域プランニンググループ

大
胆
な
高
さ
規
制
に
よ
る
ダ
ウ
ン

ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
含
む
京
都
市
の
新
景

観
政
策
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
10
年
を

迎
え
ま
す
。

　

こ
れ
を
記
念
し
て
京
都
市
で
は
今

年
、
政
策
の
趣
旨
や
成
果
を
改
め
て

確
認
し
、
今
後
の
政
策
展
開
に
つ
い

て
の
議
論
を
深
め
て
い
く
た
め
一
連

の
記
念
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
去
る
９
月
10
日
、

そ
の
第
一
弾
の
取
り
組
み
と
し
て

鷲
田
清
一
氏
（
京
都
市
立
芸
術
大
学

学
長
）、
門
内
輝
行
氏
（
大
阪
芸
術

大
学
教
授
・
京
都
大
学
名
誉
教
授
）、

門
川
大
作
京
都
市
長
に
よ
る
特
別
鼎

談
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

鷲
田
先
生
の
基
調
講
演
と
門
内
先

生
の
基
調
報
告
の
後
に
始
ま
っ
た
鼎

談
で
は
、
計
画
性
と
自
然
発
生
性
あ

る
い
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
も
の
と

ロ
ー
カ
ル
な
も
の
と
い
っ
た
ジ
レ
ン

マ
の
中
で
景
観
を
考
え
る
と
き
に
ど

の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
く

の
か
と
い
う
哲
学
的
な
話
か
ら
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
景
観
の
関
係
ま
で
多

岐
に
わ
た
る
話
題
で
大
変
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。

　

京
都
は
近
年
、
国
際
的
な
観
光

地
と
し
て
の
人
気
が
特
に
高
ま
り

諸
外
国
か
ら
の
観
光
客
も
急
増
し
、

一
部
で
は
市
民
生
活
に
支
障
を
き

た
す
状
況
も
見
ら
れ
る
ほ
ど
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
景
観
政
策

の
成
果
も
要
因
の
一
端
を
担
っ
て

い
る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
新
景
観

政
策
の
成
果
の
功
罪
両
面
か
ら
の

検
証
と
今
後
の
展
開
の
方
向
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開

さ
れ
る
の
か
楽
し
み
で
す
。

　

今
後
も
連
続
講
座
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
、
検
証
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
な
ど
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ル
パ
ッ
ク

は
こ
れ
ら
一
連
の
事
業
を
サ
ポ
ー
ト

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
各
方

面
か
ら
注
目
度
の
高
い
京
都
市
の
景

観
政
策
で
す
が
、
さ
ら
な
る
進
化
に

向
け
て
微
力
な
が
ら
お
役
に
立
て
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

※
本
業
務
は
、
都
市
・
地
域
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
水
谷
省
三
と
中

井
翔
太
も
担
当
し
て
い
ま
す
。

左から門川市長、鷲田氏、門内氏
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こ
こ
２
年
ほ
ど
、
本
連
載
で
人
口
増

加
の
参
考
と
な
る
地
方
部
の
市
町
村

を
成
功
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
要
因
を
考
察
し
て
き
ま
し

た
。
本
稿
で
は
そ
の
小
活
と
し
て
、

地
方
部
の
市
町
村
が
学
ぶ
べ
き
ポ
イ

ン
ト
を
取
り
ま
と
め
て
み
ま
す
。

■
高
速
道
路
を
活
か
し
た
成
功
事
例

　

高
速
道
路
沿
い
の
市
町
村
は
、
企

業
誘
致
で
成
功
し
て
い
て
、
こ
の
パ

タ
ー
ン
が
成
功
事
例
の
中
で
は
最
も

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
全

国
の
高
速
道
路
沿
い
の
数
多
く
の
市

町
村
が
、
こ
の
方
向
性
を
選
択
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
限
ら
れ
た
市
町

村
だ
け
が
成
功
し
て
い
る
こ
と
は
看

過
し
て
は
な
ら
ず
、
産
業
用
地
の
地

価
、
広
さ
、
Ｉ
Ｃ
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
な
ど
、
か
な
り
の
工
夫
が
必
要
で

あ
る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
高
速
道
路
沿
い
で
も
国
土

主
軸
か
ら
離
れ
て
い
る
場
合
は
工
夫

が
必
要
で
、
例
え
ば
川
北
町
（
石
川

県
）
で
は
、
既
存
産
業
の
集
積
が
あ

る
金
沢
都
市
圏
と
い
う
立
地
条
件
も

活
か
し
て
企
業
を
誘
致
し
、
企
業
立

地
で
強
化
さ
れ
た
財
政
力
で
生
活
環

境
を
整
備
し
て
人
口
増
加
を
図
っ
て

い
ま
す
。
近
隣
に
拠
点
都
市
が
な
い

東
根
市
（
山
形
県
）
で
は
、
隣
接
す

る
山
形
市
や
天
童
市
と
連
携
し
つ

つ
、
空
港
を
活
か
し
て
高
速
道
路
や

新
幹
線
を
揃
え
る
こ
と
で
企
業
誘
致

を
進
め
る
と
と
も
に
、
近
年
は
子
育

て
支
援
を
強
め
て
若
者
層
を
呼
び
込

ん
で
い
ま
す
。

■
高
速
道
路
に
頼
ら
な
い
成
功
事
例

　

数
は
少
な
い
も
の
の
、
高
速
道
路

に
頼
ら
な
い
成
功
事
例
も
あ
り
ま

す
。
隣
接
す
る
那
覇
市
の
ベ
ッ
ド

タ
ウ
ン
的
に
人
口
が
増
え
て
い
る

南は
え
ば
る

風
原
町
（
沖
縄
県
）
は
、
医
療
機

関
の
集
積
な
ど
、
那
覇
都
市
圏
の
中

で
独
自
の
都
市
機
能
を
強
め
、
昼
間

人
口
の
呼
び
込
み
に
成
功
し
て
い
ま

す
。
近
隣
に
拠
点
都
市
が
な
い
ニ
セ

コ
町
（
北
海
道
）
や
恩お

ん
な
そ
ん

納
村
（
沖
縄

県
）
で
は
、
リ
ゾ
ー
ト
産
業
を
梃
子

と
し
つ
つ
、
１
次
産
業
と
も
連
携
し

て
経
済
の
域
内
循
環
を
高
め
、
安
定

的
に
発
展
し
て
い
ま
す
。
優
れ
た
自

然
環
境
を
活
か
し
、
国
際
写
真
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
等
を
契
機
に
育
成
し
た

フ
ア
ン
を
、
移
住
と
い
う
形
で
受
け

入
れ
て
い
る
東
川
町
（
北
海
道
）
は
、

隣
接
す
る
旭
川
市
の
需
要
に
応
え
る

事
業
所
の
立
地
も
進
み
、
新
た
な
働

く
場
が
生
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

以
上
、
成
功
事
例
の
ポ
イ
ン
ト
を

取
り
ま
と
め
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
を

参
考
と
し
つ
つ
、
そ
の
本
質
を
読
み

込
み
、
地
域
特
性
に
応
じ
て
創
造
的

に
適
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

森脇宏：
代表取締役社長

地域に寄り添って地方創生を考える

※詳細は、弊社ホームページに掲載しています。（http://www.arpak.co.jp/newsletter/205/13.html）

そ
の
23 地方部の人口増加市町村から学ぶこと

気候変動適応策 地域コンソーシアム事業が
スタートしました

畑中直樹：
サスティナビリティマネジメントグループ

気
候
変
動
対
策
に
つ
い
て
は
、
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
実
質
ゼ
ロ
に

転
換
し
て
い
く
こ
と
（
緩
和
策
）
が

急
務
で
す
が
、
一
方
で
こ
れ
ま
で
の

累
積
排
出
量
の
た
め
生
じ
る
気
候
変

動
の
影
響
に
対
し
て
の
対
策
（
適
応

策
）
も
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
の
パ
リ
協
定
に
お
い
て

も
緩
和
策
（
第
４
条
）
と
と
も
に
適

応
策
（
第
７
条
）
に
取
り
組
む
こ
と

が
国
際
的
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

我
が
国
に
お
い
て
も
、
気
候
変
動

の
影
響
へ
の
適
応
計
画
（
２
０
１
５

年
閣
議
決
定
）
が
策
定
さ
れ
、
そ
の

中
核
的
な
取
組
と
し
て
今
年
度
よ
り

環
境
省
、
農
林
水
産
省
、
国
土
交
通

省
が
連
携
す
る
本
省
直
轄
事
業
と
し

て
地
域
適
応
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
事
業

（
２
０
１
７
〜
２
０
１
９
年
度
の
３

カ
年
、
２
０
１
７
年
度
総
額
3.4
億
円
）

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
科
学
的
知
見
を
２
０
２
０

年
を
目
途
と
す
る
第
２
次
気
候
変
動

影
響
調
査
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、

地
域
に
お
け
る
具
体
的
な
適
応
策
の

立
案
・
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
全
国
事
業
と
全
国
を
６

ブ
ロ
ッ
ク
（
北
海
道
・
東
北
、
関
東
、

中
部
、
近
畿
、
中
国
・
四
国
、
九
州
・

沖
縄
）
に
分
け
た
地
域
事
業
と
で
成

り
、
全
国
事
業
で
は
、
全
国
運
営
委

員
会
で
の
議
論
の
も
と
、
温
室
効

果
ガ
ス
の
今
後
の
排
出
量
の
推
移
パ

タ
ー
ン
（
Ｒ
Ｃ
Ｐ
2.6
（
ゼ
ロ
へ
転
換
）

〜
8.5
（
Ｂ
ａ
Ｕ
）
等
）
か
ら
複
数
の

気
候
シ
ナ
リ
オ
を
設
定
し
、
気
候
変

動
の
影
響
予
測
に
用
い
る
各
種
気
象

デ
ー
タ
の
整
備
等
を
進
め
ま
す
。

　

一
方
、
地
域
事
業
で
は
、
地
域
毎

の
気
候
変
動
に
対
す
る
脆
弱
性
や
対

策
の
緊
急
性
等
か
ら
気
候
変
動
の
影

響
予
測
及
び
適
応
策
に
つ
い
て
調
査

研
究
（
地
域
毎
に
３
〜
６
テ
ー
マ
）

を
進
め
る
と
と
も
に
、
地
域
へ
の
普

及
啓
発
事
業
、
国
・
都
道
府
県
・
研

究
機
関
等
で
構
成
す
る
地
域
協
議
会

運
営
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
別
途
、

国
立
環
境
研
究
所
が
事
務
局
と
し
て
運

営
す
る
気
候
変
動
適
応
情
報
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
（A-PLAT

）
を
通
じ
て
広

く
発
信
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
ル
パ
ッ
ク
は
、
こ
の
う
ち
、
中

国
・
四
国
地
域
に
つ
い
て
代
表
事
業

者
と
し
て
（
共
同
事
業
者
：
鳥
取
大

学
、
広
島
大
学
、
徳
島
大
学
、
日
本

気
象
協
会
。
他
に
島
根
大
学
、
高
知

大
学
、
国
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、

三
瓶
自
然
館
等
と
も
連
携
）、「
瀬
戸

内
海
の
水
産
」、「
畜
産
」、「
生
態

系
を
活
用
し
た
防
災
・
減
災
（ECO

-
D
RR

）」、「
汽
水
域
で
あ
る
宍
道
湖
・

中
海
」、「
高
地
性
植
生
」、「
地
域
の

果
樹
で
あ
る
ナ
シ
」
の
６
テ
ー
マ
に

つ
い
て
調
査
研
究
、
各
県
で
の
普
及

啓
発
事
業
等
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
こ
３
年
ほ
ど
適
応
策
に

つ
い
て
の
自
治
体
向
け
研
修
や
影
響

事
例
Ｗ
Ｓ
等
に
携
わ
っ
て
き
た
近
畿

地
域
に
つ
い
て
も
、
共
同
事
業
者
と

し
て
（
代
表
事
業
者
：
日
本
気
象
協

会
、
他
共
同
事
業
者
：
プ
レ
ッ
ク
研

究
所
）
引
き
続
き
普
及
啓
発
事
業
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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　「持続可能な地域づくり」は、何を目指し、どんな方
法で進めるのか。アルパッは何のために、どのように
持続するのか。「文化資産」活用の実践に、一つの答え
がありそうです。
アーカイブ－国民の「資産」になる
　国立国会図書館関西館での「学研アーカイブ」構築
作業はほぼ完了しました。館の専門家に、“ 閲覧者が
見つけ易いように、見よいように ” とアドバイスを頂
き、分類を手直ししました。「三輪文庫」は、初動から
奥田懇談会準備、懇談会運営、国土庁等調査と大きく
３つに分かれ、その特徴は各界へのヒアリング、事務
局の状況分析・戦略討議の記録が多いこと。河川流域
調査や人口動態分析など、知見・データ・手法は、今
でも使えます。資料・文献は、あるだけではただの紙
切れ。保存・分類・検索・展示方法等、整えると「価値」
が着き、立派に「資産」になります。
　「三輪文庫」は個人資産ではなく、アルパックの資産。
名誉会長に任じられていますが決済権はないので、役
員会の承認を得て国立国会図書館へ寄贈し「国民の資
産」になります。
文化資産―人類の資産を「つなぐ」
　今年、「神宿る島」宗像・沖の島と周辺遺産群が、ユ
ネスコの世界遺産に登録されました。日本では 21 番
目。世界では 1000 を超えています。
　文化資産を「商品」として活かす「観光」関連ビジ
ネスが着目されています。その経営思想はまだ「成長
戦略」型のトレンドのようです。16世紀以来、資本は
投資空間を求めて活動を広げてきました。バーチャル
空間まで広げて瞬時に飛び回り、いまや成長戦略のフ
ロンティアはなくなったと言われています。でも地球
と人類の活動から見れば小さなものです。
　地球上には膨大な自然資産と文化資産の蓄積があり
ます。何もしないと忘れられたり、失われたりします。
「文化資産」の内、「文化財」資産が定められます。ユ
ネスコがルールを決め、世界遺産リストに登録し、各
国が国内法を整えて規制を掛け「まもり」ます。国際
的な「世界遺産条約」と国内での人と金でもって「つ
なぎ」、人類共有の資産を、享受できるようなります。
古書籍業が輝いてきます。仏典とか古美術とか専門性
と連携プレーはまるでアルパック並み。内容を吟味し、
値段まで付けます。お客さんは、世界中の図書館・美
術館・大学等々。世界社会の進歩に役立っています。
経営資源－自己資本を増やす
　アルパック最大の資産は、50年間の膨大な調査・計

画及び設計の蓄積。これも “ ある ” だけでは倉庫料が
嵩むだけの紙の山。
　金井社長時代、歴史的港湾から文化財へ「柱」が建
ちました。文化財修復は、時代が進んでも調査内容が
古くならないという特性があります。調査報告書その
ものに「値段」がつきます。こうした「資産」の価値は、
原価計算や積算方式では計れない芸術作品や宝飾品並
み。鑑定・オークションの世界です。
　企業会計原則や中小企業会計指針と社内の会計規定
は、伝票の山を、経営を導くパワーに変えるルール・
システムです。「棚卸資産」評価基準を定めると自己資
本強化に「つながり」ます。
社会進歩－目的意識を磨く
　次に、アルパックの存立・持続の目的はなにか？コ
ンサルタント職能の真髄、すなわち「社会進歩」への
貢献です。それ故、視野を世界に広げ、足元を見つめ、
目的意識を研ぎ澄まし、常にアグレッシブでなければ
ならないのです。
　地域社会は、なりゆきまかせではどうなるか。熱力
学の法則が教えています。エントロピー増大を留め、
前向きに「進歩」に転ずるのは、人間の意志だけです。
アルパックの「信用」の源は、如何なる資本系列にも
属しない「自主自立」であること。おかげでハングリー
精神が、「意志」を鍛えました。高度経済成長を知らな
い世代が育っています。
有言実行－「持続」への心得
　アルパックの持続は、新ハングリー世代の成長にか
かっています。実際には、文化財調査もデジタル・アー
カイブ構築作業も、地味でハードな作業です。その作
業の中で、真理を見つけるセンスや感性が養われます。
　今も昔も、云われていますように、シンクタンク、
コンサルタント職能のこころすべきは、二つの陥穽（落
とし穴）に落ち込まないこと。すなわち、仕事師に留
まるな、「業者」になるな、事件師になるな、「情報屋」
に終わるなです。持続への心得は、まさに心の内にあ
り。しんどい時こそ「古典哲学」学習。忙しい時こそ、
芸術・芸能に励め、みんなのために奉仕せよです。
　ローカルの文化資源が待っています。自分のふるさ
とで、事務所のあるまちで、「持続可能な地域づくり」
に貢献しましょう。口先で言うだけでなく、実行しま
しょう。
　なお、デジタルアーカイブ学会（会長：長尾真・元
京大総長・元国立国会図書館長）は、4月に設立され
ました。

三輪泰司
名誉会長

「文化資産」を活かす



　今年度、生活デザインチームでは、空き家活用に関す
る業務に複数携わっています。そこで、空き家活用に
よるエリアリノベーションの事例として取り上げられ
ることも多い、長野市善光寺の門前町を訪問し、空き
家活用の取組をされている (株 )マイルームの倉石智典
さんにお話を伺うとともに、活用事例を見学しました。
　倉石さんの取組については多くの場所で取り上げら
れているので詳しくは割愛しますが、マイルームの事
業では、不動産・設計・施工を倉石さんがワンストッ
プでマネジメントすることで、トータルの利益をあげ
ていることが特徴です。空き家活用では、物件の掘り
起こしをする不動産事業が赤字になることが多い
ですが、この事業スキームによって解決されてい
ます。
　さて、善光寺の取組を他地域に適用させること
は可能なのでしょうか。現段階では、地域にワン
ストップで事業を行える主体がいない場合がほと
んどだと思います。そのような状況では、ワンス
トップで事業を行う主体の育成、あるいは事業者

間での利益の再分配も含めた不動産・設計・施工による
連携体制の構築が必要となると思います。また、行政に
求められることは、空き家活用の主体が新たに活動を始
めるための初期支援や活動を円滑に進めるための制度設
計なのではないかと思います。
　倉石さんにまちの中の空き家活用事例を紹介しても
らっている際には、倉石さんと顔なじみの方がたくさ
んいらして、倉石さんが地域の中で丁寧にお仕事をさ
れていることが伝わってきました。
　視察をなんとか業務にいかせないかと苦悩しなが
ら、竹内がお送りしました。

長野市善光寺の空き家再生視察
他地域での空き家活用につなげるには
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　熊本県南阿蘇村の復興むらづくり推進協議会の皆さ
んに同行させていただき、中山間地域での震災復興の
先進地として、長岡市山古志地域に伺い、現地では、
復興公営住宅やインフラ復旧等の状況を見学したほ
か、住民の方々との意見交換などを通して震災後の思
いや取り組みなどもご紹介いただきました。
　山古志には 14の集落があり、2004 年 10 月中越地

震が発生した当時は
約 2,100 人が住ん
でいましたが、現
在は約 1,050 人と
ほぼ半分になり、高
齢化率も約 50% と
なっています。ハー
ド面の復興だけでな
く、2008 年には山
古志産の野菜などを
ふんだんに使った料
理を提供する農家レ
ストランが地域の女
性主体で開業するな
ど、震災後の新しい
営みも生まれていま

す。また、元々の住民で農作業や行事に「通う」住民
も一定数おられるほか、農産物などの販売所の運営な
どに全国からボランティアで来られるなど、地域を支
える方々も多いことにも驚きました。
　2005 年策定の長岡市復興計画では、住宅やインフ
ラなどの復旧を行う「復旧期」（発災から概ね 3年間）、
本格復旧及び復旧されたインフラと市民の力をもとに
徐々に地域の価値を高める「再生期」（4～ 6 年目）、
地域全体が新たな魅力と活力ある長岡市として生まれ
変わり安定的に発展していく「発展期」（7年目以降）
と位置づけられています。暮らしが落ち着き、崩れた
山肌には草木が生い茂り、被災された様子は見た目に
分からないので「復興した地域」と言いがちですが、「山
古志は復興した、と言われるが、『復興』は『戻して興す』
こと。今より良くすることと捉えると『復興』に完了
形はないと思う」。これまで復旧復興の事業推進を進め
てこられた行政の方の言葉が印象的でした。
　現在、アルパックでサポートさせていただいている
南阿蘇村では、「復旧期」として住宅再建やインフラ
復旧等に取り組みはじめたところですが、山古志に行
かせていただき、今後の「再生期」、「発展期」も見据
えた「復旧期」の検討・事業推進をサポートできれば、
と実感しました。

「集落を復興する」ということはどういうことかを
考える～新潟県長岡市山

や ま こ し

古志地域を視察して～

竹内和巳
地域再生デザイングループ

空き家活用事例の一例

羽田拓也
地域再生デザイングループ

 山古志産の産品が使われている「山古志弁当」

復興モデル住宅
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〔
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ズ
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０
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年
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月
発
行
（
株
）
地
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計
画
建
築
研
究
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バ
ン
ク
ー
バ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

ベ
イ
の
マ
ジ
ッ
ク
ア
ワ
ー

坂井信行：
都市・地域プランニンググループ

カ
ナ
ダ
南
西
部
の
西
海
岸
に
位
置
す
る
バ

ン
ク
ー
バ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
西
岸
海
洋
性

気
候
で
一
年
を
通
し
て
温
暖
で
過
ご
し
や

す
い
の
で
す
が
、
夏
の
季
節
以
外
は
非
常

に
雨
の
多
い
都
市
で
も
あ
り
ま
す
。

　

北
緯
49
度
の
ア
メ
リ
カ
と
の
国
境
線

に
ほ
ど
近
く
、
日
本
の
最
北
端
よ
り
も

は
る
か
に
高
緯
度
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
日
本
と
比
べ
て
夏
は
日
が
長
く
、

冬
は
日
が
短
く
な
り
ま
す
。
雨
が
少
な

く
日
中
の
時
間
帯
が
長
い
夏
は
、
バ
ン

ク
ー
バ
ー
で
は
一
年
の
う
ち
で
最
も
過

ご
し
や
す
い
季
節
と
い
え
そ
う
で
す
。

　

７
月
の
初
め
に
バ
ン
ク
ー
バ
ー
を
訪

れ
ま
し
た
。
昼
間
の
気
温
は
30
度
以
上

に
な
り
ま
す
が
、
最
も
高
く
な
る
の
は

夕
方
の
５
時
ぐ
ら
い
、
朝
方
は
半
袖
だ

と
や
や
肌
寒
く
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
夜

の
９
時
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
い
と
陽
は
沈

み
ま
せ
ん
。
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ベ
イ

を
西
に
望
む
湾
岸
の
ビ
ー
チ
が
夕
陽
の

名
所
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
季
節
に
少

し
で
も
日
光
を
浴
び
た
い
と
思
う
の
で

し
ょ
う
か
、仕
事
が
終
わ
っ
た
夕
方
（
と

い
っ
て
も
日
が
長
い
の
で
感
覚
的
に
は

昼
過
ぎ
で
す
が
）、
屋
外
で
過
ご
す
人
々

の
姿
を
あ
ち
こ
ち
で
見
か
け
ま
し
た
。

ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
る
と
、
寝
転
が
っ

て
本
を
読
む
人
、
カ
ッ
プ
ル
で
海
を
眺

め
る
人
、
シ
ー
ト
の
上
で
家
族
団
欒
の

時
を
過
ご
す
人
な
ど
、
思
い
思
い
の
過

ご
し
方
を
す
る
人
々
を
観
察
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
湾
内
に
目
を
や
る
と

多
く
の
船
影
も
見
え
ま
す
。

　

や
が
て
太
陽
が
湾
を
囲
む
山

の
向
こ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
沈
む

日
没
の
時
間
帯
を
迎
え
ま
す
。

沈
み
ゆ
く
太
陽
の
位
置
に
よ
っ

て
空
の
色
が
刻
一
刻
と
変
化
す

る
マ
ジ
ッ
ク
ア
ワ
ー
で
す
。
昼

間
の
空
か
ら
茜
色
の
黄
昏
の
空
、

そ
し
て
紫
が
か
っ
た
薄
暮
の
空

へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
薄

明
か
り
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
人
々
の

影
が
非
常
に
印
象
的
で
す
。
わ
ず
か
な

時
間
で
す
が
、
日
々
の
雑
事
に
追
わ
れ

て
過
ご
す
日
常
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

太
陽
が
沈
ん
で
辺
り
が
暗
く
な
る

と
、
贅
沢
な
時
間
を
過
ご
し
た
人
々
は

そ
れ
ぞ
れ
家
路
へ
と
向
か
う
の
で
し

た
。「
豊
か
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
ラ
イ
フ
」
な

ん
て
わ
ざ
わ
ざ
言
わ
な
く
て
も
、
そ
こ

に
は
豊
か
な
暮
ら
し
が
確
か
に
あ
り
ま

し
た
。
日
本
で
掛
け
声
ば
か
り
が
先
行

す
る
「
働
き
方
改
革
」。
私
た
ち
は
何

て
ち
っ
ぽ
け
な
こ
と
に
踊
ら
さ
れ
て
る

の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
に
は
豊
か
な
暮
ら
し
が
確
か
に
あ
っ
た


