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て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
７
年
、
状
況

は
変
っ
て
い
ま
す
。「
関
西
学
研
」

が
動
い
て
い
ま
し
た
。
１
９
７
８

年
11
月
、
関
西
で
の
「
国
立
図
書

館
設
置
」
を
盛
り
込
ん
だ
近
畿
圏

整
備
基
本
計
画
が
総
理
大
臣
決
定
。

１
９
８
２
年
８
月
「
関
西
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
と
し
て
発
足
し
て
い
ま
し
た
。

す
ぐ
近
く
に
出
来
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
繋
ぐ
の
で
す
。

「
図
書
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
だ
！

　

社
会
教
育
施
設
は
、
学
校
教
育
と

違
っ
て
、
全
国
一
律
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
図
書
館
」
は
〝
東
高
西
低
〞

で
し
た
。
東
京
と
千
葉
を
調
べ
に
行

き
ま
し
た
。

　

市
民
の
目
線
で
行
き
ま
し
ょ
う
。

奈
良
市
は
東
に
広
大
な
山
間
も
あ
り

ま
す
。
ブ
ッ
ク
モ
ー
ビ
ル
で
サ
ー
ビ

ス
し
よ
う
。
農
協
ス
ー
パ
ー
に
も
基

地
を
置
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

16
ヶ
所
で
き
ま
し
た
。
通
勤
・
通

学
・
お
買
い
物
の
つ
い
で
に
と
、
近

鉄
奈
良
駅
前
な
ど
「
返
却
ポ
ス
ト
」

を
つ
く
り
ま
し
た
。
次
に
地
区
館
。

１
９
８
４
年
（
昭
和
59
年
）
１
月
、

西
部
図
書
館
完
成
。
１
９
８
９
年（
平

成
元
年
）
６
月
30
日
、
元
市
役
所
跡

の
「
な
ら
ま
ち
セ
ン
タ
ー
」
に
置
く

東
部
館
は
、
旧
図
書
館
を
統
合
し
、

中
央
館
を
兼
ね
る
。
こ
れ
ら
の
設
計

は
コ
ン
ペ
に
し
ま
し
た
。
高
の
原
の

北
部
館
は
、遅
れ
て
２
０
０
４
年
（
平

　

奈
良
市
の
社
会
教
育
委
員
に
就
任

し
た
の
は
、
53
歳
の
春
１
９
８
４
年

（
昭
和
59
年
）
４
月
で
し
た
。
或
る

市
会
議
員
に
社
会
教
育
施
設
の
こ
と

を
語
っ
た
の
が
、
教
育
長
か
市
長
の

耳
に
伝
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

社
会
教
育
委
員
は
公
務
で
す
が
、

〝
独
任
制
〞
と
言
っ
て
、「
委
員
会
」

も
「
委
員
長
」
も
な
く
、
委
員
一
人

一
人
が
単
独
で
、
又
は
「
委
員
会
議
」

と
し
て
、
こ
の
場
合
は
市
教
育
委
員

会
へ
、
提
言
や
意
見
を
い
う
の
で
す
。

さ
て
、
何
を
提
案
す
る
か
？

「
本
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
！

　

実
は
、
就
任
１
ヶ
月
前
の

１
９
８
４
年
３
月
、
京
都
駅
南
口
再

開
発
―
「
ア
バ
ン
テ
ィ
」
が
竣
工
し

ま
し
た
。
そ
の
キ
ー
テ
ナ
ン
ト
は
、

本
屋
さ
ん
で
す
。
基
礎
調
査
で
、
尾

関
さ
ん
が
研
究
し
ま
し
た
ね
。「
本
」

は
、
常
に
20
万
点
が
世
に
出
て
い
ま

す
。
大
阪
梅
田
に
も
大
型
書
店
が
立

地
し
て
い
ま
す
。
強
力
な
「
集
客
力
」

で
す
。
ワ
ン
フ
ロ
ア
全
部
「
本
」
で

行
こ
う
。
読
書
は
子
供
の
成
長
と
同

じ
、
ス
ポ
ー
ツ
と
同
じ
、
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
す
る
の
で
す
。
開
か
れ
た「
図

書
館
」
で
行
こ
う
。

　

奈
良
市
社
会
教
育
委
員
会
議
は
、

１
９
７
５
年
（
昭
和
50
年
）
４
月
30

日
に
「
図
書
館
計
画
」
を
提
言
し
て

い
ま
し
た
。
１
９
７
７
年
（
昭
和
52

年
）
４
月
、
市
立
図
書
館
が
開
館
し

成
16
年
）
に
で
き
ま
し
た
。
か
く
て
、

10
年
。
提
言
の
実
行
を
見
と
ど
け
、

１
９
９
３
年
（
平
成
５
年
）
10
月
31

日
退
任
し
ま
し
た
。
11
月
３
日
、
大

川
靖
則
市
長
か
ら
「
功
労
者
表
彰
」

を
頂
き
ま
し
た
。

　

ア
ル
パ
ッ
ク
が
、
奈
良
市
の
総
合

計
画
や
公
民
館
の
仕
事
で
忙
し
く

な
っ
た
の
は
、
退
任
し
て
か
ら
で
す
。

　

因
み
に
、
こ
のLetters　

Arpak

は
、
創
刊
以
来
、
国
立
国
会
図
書
館

へ
納
本
し
て
い
ま
す
。「ISSN

-

国

際
標
準
逐
次
刊
行
物
番
号
」
が
与
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
繋

が
っ
て
い
る
の
で
す
。

図書館網をつくる

三輪泰司：
名誉会長

奈良市立中央図書館

「
若
者
の
本
離
れ
」
と
い
う
の
は

よ
く
耳
に
す
る
言
葉
。
本
を
読
ま

な
い
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
以
前
に
は
な
か
っ
た

も
の
と
し
て
「
読
ま
な
く
て
も
本
の
中
に
あ
る

情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。w

eb

上
で
検

索
す
れ
ば
大
体
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
し
、
い

わ
ゆ
る
ネ
タ
バ
レ
サ
イ
ト
の
よ
う
な
も
の
も
あ

り
ま
す
。

　
『
映
画
を
早
送
り
で
観
る
人
た
ち 
フ
ァ
ス
ト

映
画
・
ネ
タ
バ
レ
－
コ
ン
テ
ン
ツ
消
費
の
現
在

形 

』（
稲
田
豊
史
、
光
文
社
新
書
）
と
い
う
本

が
あ
り
ま
す
。
映
画
の
面
白
く
な
い
シ
ー
ン
は

早
送
り
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
直
接
関
係
す
る
部

分
の
み
見
る
と
い
う
人
が
増
え
て
い
る
そ
う
で

す
。
映
画
を
楽
し
む
と
い
う
よ
り
「
情
報
」
と

し
て
効
率
的
に
得
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
、
そ
れ

は
情
報
に
溢
れ
た
社
会
環
境
が
背
景
に
あ
る
、

と
い
う
の
で
す
。

　

本
も
同
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
情
報
」
を
得

る
ツ
ー
ル
と
の
み
捉
え
れ
ばw

eb

の
方
が
圧
倒

的
に
効
率
的
で
す
。
本
を
読
む
人
と
読
ま
な
い

人
の
違
い
の
一
つ
は
、
紙
の
本
の
重
さ
や
手
触

り
、
イ
ン
ク
の
匂
い
な
ど
を
感
じ
な
が
ら
ペ
ー

ジ
を
繰
る
時
間
に
価
値
を
見
出
す
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
本
」。
本
と
の
向
き
合
い

方
か
ら
一
人
ひ
と
り
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
探
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

レ
タ
ー
ズ
ア
ル
パ
ッ
ク
編
集
委
員
会
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有
名
人
な
ど
に
よ
る
選
書
を
展
示
し

て
い
る
書
店
も
あ
り
、
個
性
を
競
っ

て
い
る
状
況
も
み
ら
れ
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
本
（
棚
）
の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

で
す
。

　

分
類
に
加
え
て
も
う
一
つ
難
し
い

の
は
、
文
庫
本
か
ら
大
型
本
ま
で
サ

イ
ズ
の
違
い
を
ど
う
す
る
か
と
い
う

こ
と
。
同
じ
分
類
の
本
で
も
サ
イ
ズ

が
違
う
も
の
が
混
在
す
る
の
で
、
本

棚
に
並
べ
た
時
の
見
栄
え
や
収
納
性

を
考
え
る
と
あ
る
程
度
サ
イ
ズ
ご
と

に
並
べ
た
方
が
よ
い
の
で
考
え
ど
こ

ろ
で
す
。

　

個
人
の
本
棚
は
そ
の
人
の
頭
の
中

が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
も
い
え
ま
す
。

私
自
身
も
、
誰
に
見
せ
る
わ
け
で
も

な
く
、
ま
た
全
く
で
き
て
い
な
い
の

で
す
が
、
自
分
な
り
の
感
性
で
本
棚

を
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
い
と
常
々

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
積
読
も

溜
ま
る
一
方
で
、
な
か
な
か
着
手
で

き
な
い
の
が
目
下
の
悩
み
で
す
。

　

み
な
さ
ん
の
本
棚
は
ど
の
よ
う
に

本
が
並
ん
で
い
ま
す
か
？
蔵
書
が
増

え
て
く
る
と
困
る
の
が
本
棚
に
ど
う

並
べ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
単
純

に
読
ん
だ
順
に
並
べ
る
と
い
う
の
も

良
い
の
で
す
が
、
探
し
や
す
い
よ
う

に
何
ら
か
の
分
類
で
並
べ
た
い
と
思

う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

本
の
分
類
法
と
し
て
は
、
図
書
館

で
採
用
し
て
い
る
日
本
十
進
分
類
法

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
総
記（
図

書
館
、書
誌
学
な
ど
）、哲
学
（
哲
学
、

心
理
学
、
倫
理
学
、
宗
教
）、
歴
史

（
歴
史
、
伝
記
、
地
理
、
紀
行
）、
社

会
科
学
（
政
治
、
法
律
、
経
済
、
統

計
な
ど
）、自
然
科
学
（
数
学
、理
学
、

医
学
）、技
術
（
工
学
、工
業
、家
政
学
）

な
ど
10
の
区
分
を
基
本
に
階
層
的
に

設
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
無
味
乾
燥

と
い
う
か
、
そ
も
そ
も
個
人
の
蔵
書

に
は
ジ
ャ
ン
ル
的
な
偏
り
も
あ
っ
て

分
類
と
し
て
は
使
い
に
く
い
で
す
。

　

一
方
で
、
書
店
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独

自
の
分
類
を
行
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
某
大
手
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、

社
会
・
政
治
、
化
学
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

投
資
・
金
融
・
会
社
経
営
、
教
育
・

学
習
・
受
験
な
ど
、
少
し
イ
メ
ー
ジ

し
や
す
い
分
類
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
特
定
の
テ
ー
マ
で
の
選
書
や

本棚をキュレーションしよう

「土を喰らう」が意味する
こと

毎
日
「
土
」
と
向
き
合
う
こ
と
で
、

四
季
折
々
の
「
旬
」
を
生
活
に
取
り

入
れ
る

　
「
土
を
喰
う
日
々
―
わ
が
精
進

十
二
ヵ
月
―
」
は
、ず
っ
と
気
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
面
白
く
て
読
書
に

熱
中
し
て
し
ま
い
仕
事
が
疎
か
に
な

る
不
安
が
あ
り
、
読
め
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
先
日
こ
の
機
会
に
と
心
を

決
め
て
読
み
ま
し
た
。

　

こ
の
本
で
は
、
水
上
勉
さ
ん
が
９

歳
か
ら
禅
宗
寺
院
に
入
寺
し
て
学
ん

だ
精
進
料
理
が
基
礎
と
な
り
、
一
〜

十
二
月
そ
れ
ぞ
れ
の
「
旬
＝
土
か
ら

作
り
出
さ
れ
る
も
の
」
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
お
寺
横
の
畑
で
毎
日

「
土
」
と
相
談
し
な
が
ら
そ
の
日
の

料
理
を
決
め
る
。
旬
を
喰
ら
う
こ
と

は
土
を
喰
ら
う
こ
と
、
精
進
料
理
と

は
土
を
喰
ら
う
こ
と
だ
と
水
上
さ
ん

は
書
い
て
い
ま
す
。

　

私
の
今
の
生
活
を
振
り
返
る

と
、
土
に
直
接
触
れ
る
こ
と
な
く

ス
ー
パ
ー
で
買
っ
た
食
材
を
食
べ
る

日
々
。
便
利
な
世
の
中
に
甘
え
て
い

る
自
分
に
気
付
き
、
今
の
生
活
が
虚

し
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず

は
出
来
る
こ
と
か
ら
と
思
い
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
家
に
稲
刈
り
の
手
伝
い
に

行
き
ま
し
た
。
ま
た
、
ア
ル
パ
ッ
ク

で
農
業(

農
空
間)

や
自
然
、
土
地

利
用
な
ど
「
土
」
に
関
わ
る
仕
事
に

も
携
わ
っ
て
い
る
た
め
、
人
と
土
の

つ
な
が
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
取
り

組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

来
る
十
一
月
十
一
日
に
、
映
画
「
土

を
喰
ら
う
十
二
ヵ
月
」
が
全
国
で
公

開
さ
れ
ま
す

　

映
画
「
土
を
喰
ら
う
十
二
ヵ
月
」

は
、
作
家
・
水
上
勉
さ
ん
の
料
理
エ
ッ

セ
イ
「
土
を
喰
う
日
々
―
わ
が
精
進

十
二
ヵ
月
―
」
を
原
案
に
、
中
江
裕

司
監
督
が
脚
本
を
手
が
け
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
物
語
を
紡
ぎ
出
し
映
画
化
さ

れ
た
作
品
で
す
。
主
演
は
沢
田
研
二

さ
ん
、
キ
ャ
ス
ト
に
松
た
か
子
さ
ん
、

檀
ふ
み
さ
ん
な
ど
素
敵
な
出
演
者
が

そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
九
月
二
十
日
に

は
中
江
裕
司
監
督
自
ら
が
映
画
を
小

説
化
し
た
本
も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
作
品
は
「
食
べ
る
こ
と
」「
料

理
」
に
大
き
な
役
割
が
あ
り
、
料
理

に
も
力
が
入
っ
て
い
ま
す
。
料
理

は
「
一
汁
一
菜
で
よ
い
と
い
う
提
案
」

等
の
著
者
で
あ
る
料
理
研
究
家
の
土

井
善
晴
さ
ん
が
担
当
さ
れ
ま
し
た
。

　

信
州
を
舞
台
に
、
十
二
ヵ
月
の
季

節
の
移
ろ
い
の
な
か
で
、
食
べ
る
こ

と
、
生
き
る
こ
と
を
見
つ
め
直
す
お

話
で
す
。
映
画
公
開
が
今
か
ら
楽
し

み
で
す
。

坂井信行：
ソーシャル・イノベーティブデザイングループ

おばあちゃん家の自慢のコシヒカリです

末次優花：
都市・地域プランニンググループ
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今
年
、
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
街
の

図
書
館
に
つ
い
て
、
今
後
の
在
り
方

を
検
討
す
る
業
務
を
受
託
し
ま
し

た
。
業
務
を
き
っ
か
け
に
、
十
数
年

ぶ
り
に
図
書
館
に
行
っ
て
み
る
と
、

昔
と
変
わ
ら
な
い
姿
の
建
物
と
書
架

と
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
椅
子
が
あ

り
、
一
瞬
で
、
通
っ
て
い
た
当
時
の

記
憶
が
蘇
り
ま
し
た
。

　

小
学
生
の
頃
は
、
毎
週
土
曜
日
、

図
書
館
に
通
い
、
子
ど
も
ら
し
く
、

怪
談
話
や
お
ま
じ
な
い
等
の
本
も
読

ん
で
い
ま
し
た
が
、
特
に
、
遠
い
昔

の
遠
い
国
の
物
語
を
好
ん
で
読
ん
で

い
ま
し
た
。
い
ま
思
う
と
、
幼
い
な

り
に
、
自
分
の
ま
わ
り
の
小
さ
な
世

界
を
出
て
、
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に

行
っ
て
み
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

中
学
生
に
な
る
と
、
時
々
、
仲
の

よ
い
友
人
と
一
緒
に
図
書
館
に
行
っ

て
は
、
少
し
背
伸
び
を
し
て
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
雑
誌
を
読
み
、
早
く
大
人
に

な
り
た
い
な
あ
と
将
来
を
見
つ
め
、

ひ
そ
ひ
そ
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い

ま
し
た
。

　

高
校
生
に
な
る
と
、
図
書
館
に
行

く
機
会
も
ぐ
っ
と
減
り
ま
し
た
が
、

た
ま
に
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
り
、
土
木
・

建
築
の
書
架
の
前
に
立
ち
、
様
々
な

本
を
眺
め
、
自
分
の
進
路
に
つ
い
て

考
え
あ
ぐ
ね
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
に

と
っ
て
、
本
を
読
む
こ
と
は
、
好
き

な
作
家
の
世
界
に
浸
る
で
も
な
く
、

年
齢
や
環
境
と
と
も
に
変
化
し
新
た

に
生
ま
れ
る
探
求
心
や
好
奇
心
を
満

た
す
で
も
な
く
、
こ
こ
で
は
な
い
ど

こ
か
に
行
き
た
い
、
自
分
で
は
な
い

誰
か
に
な
り
た
い
、
と
渇
望
す
る
自

分
と
向
き
合
う
た
め
の
行
為
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
図

書
館
は
、
静
か
に
徹
底
的
に
自
分
と

見
つ
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
、
数
少

な
い
場
所
で
あ
っ
た
と
感
じ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
図
書
館
は
、
人
口
減

少
等
に
伴
い
公
共
施
設
の
廃
止
や
集

約
等
が
検
討
さ
れ
る
中
、
読
書
離
れ

や
デ
ジ
タ
ル
化
等
も
進
み
、
新
し
い

姿
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
商
業
施

設
や
カ
フ
ェ
の
併
設
、
市
民
活
動
や

交
流
の
場
と
し
て
の
機
能
の
複
合

化
、
集
客
イ
ベ
ン
ト
に
よ
る
に
ぎ
わ

い
創
出
等
ど
れ
も
、
こ
れ
か
ら
の
図

書
館
に
必
要
な
こ
と
で
す
が
、
や
は

り
、
図
書
館
ら
し
く
、
静
寂
の
中
で

孤
高
の
時
間
を
過
ご
す
場
所
で
あ
り

続
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
、
私
は
思

い
ま
す
。

　

生
ま
れ
育
っ
た
街
の
図
書
館
が
、

今
後
ど
の
よ
う
な
姿
に
な
る
か
ま
だ

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
新
し
い
中
に
も
、

変
わ
ら
な
い
も
の
が
残
っ
て
い
て
ほ

し
い
と
、
願
っ
て
い
ま
す
。

本の贈り物

杉本健太朗：
建築プランニング・デザイングループ

不易流行

　

本
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
は
、
高
校
を
卒
業
す
る
時
に
恩
師

か
ら
新
書
を
頂
き
ま
し
た
。
大
学
受

験
が
う
ま
く
い
か
ず
、
浪
人
す
る
こ

と
が
決
ま
っ
て
、
春
休
み
中
の
学
校

の
職
員
室
を
訪
れ
た
際
に
、
高
校
２

年
時
の
担
任
の
先
生
か
ら
、
読
ん
で

み
る
と
い
い
よ
、
と
勧
め
ら
れ
ま
し

た
。
新
書
の
タ
イ
ト
ル
は
『
科
学
の

現
在
を
問
う
』（
村
上
陽
一
郎
著
）。

恩
師
は
、
社
会
の
先
生
で
、
授
業

で
は
地
理
と
世
界
史
を
教
わ
り
ま
し

た
。
高
校
時
代
は
、
理
系
科
目
よ
り

む
し
ろ
世
界
史
の
授
業
が
面
白
く

て
、
高
校
時
代
に
学
ん
だ
基
礎
知
識

が
、
今
で
も
世
界
情
勢
を
知
る
上
で
、

ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
学
受

験
は
、
理
系
を
選
択
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
か
ら
も
う
一
度
受
験
を
頑
張
っ

て
大
学
に
進
み
、
専
門
分
野
を
学
ん

で
い
く
に
あ
た
っ
て
、
科
学
と
社
会

に
つ
い
て
も
意
識
し
て
お
き
な
さ
い

と
い
う
先
を
見
据
え
た
励
ま
し
の
贈

り
物
だ
っ
た
の
か
な
と
今
思
い
返
し

て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
恩
師
か
ら
頂
い
た
新
書
で

す
が
、
本
の
帯
に
あ
る
よ
う
に
、
原

発
、
先
端
医
療
、
情
報
化
が
も
た
ら

す
弊
害
か
ら
理
科
教
育
の
問
題
点
ま

で
、
科
学
と
技
術
の
発
展
は
、
人
間

を
幸
福
に
し
た
か
？
に
つ
い
て
の
問

い
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
発
刊
は

２
０
０
０
年
で
現
在
か
ら
20
年
以
上

経
過
し
て
お
り
、
こ
の
間
に
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
な
ど
の
普
及
、

ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
研
究
、
Ａ
Ｉ
技
術
の

発
展
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
社
会
を
一

変
さ
せ
る
様
々
な
出
来
事
が
あ
り
ま

し
た
が
、
久
し
ぶ
り
に
本
書
を
開
い

て
み
て
も
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
内
容

が
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
特
に
科
学
・

技
術
と
倫
理
に
つ
い
て
は
、（
ま
だ

ま
だ
勉
強
中
で
は
あ
り
ま
す
が
）
建

築
・
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る

一
人
と
し
て
、
倫
理
観
、
社
会
的
責

任
を
常
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

　

本
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の

で
、
新
書
を
先
生
か
ら
頂
い
た
場
面

や
そ
の
前
後
の
記
憶
を
何
と
な
く
覚

え
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
か
ら
年
月
が

経
っ
て
、
同
じ
文
章
を
読
ん
で
い
る

は
ず
な
の
に
、
考
え
る
こ
と
が
違
っ

て
き
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
本
を
贈
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
瞬
間
の
想
い

や
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
加
え

て
、
未
来
の
相
手
に
も
贈
っ
て
い
る

ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
私
も
機
会

が
あ
る
時
に
は
、
本
の
贈
り
物
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

山本貴子：
地域再生デザイングループ
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武
家
女
性
物
な
ら
澤
田
ふ
じ
子
（
半

田
出
身
京
都
在
住
）。
膨
大
な
著
作

量
。
池
波
正
太
郎
は
江
戸
切
り
絵（
商

工
図
）
収
集
家
。
つ
な
ぐ
と
大
き
な

地
図
に
な
る
精
巧
さ
。
見
て
き
た
よ

う
に
江
戸
の
町
を
描
く
の
は
「
切
り

絵
」
あ
っ
て
こ
そ
。
宮
脇
俊
三
（
世

界
の
時
刻
表
マ
ニ
ア
）、
世
界
〜
日

本
の
鉄
道
の
旅
シ
リ
ー
ズ
は
優
れ
モ

ノ
。
乱
歩
の
明
智
小
五
郎
は
幼
少
期

に
乱
歩
が
暮
ら
し
た
名
古
屋
栄
に
記

念
碑
を
つ
く
る
檄
文
を
依
頼
さ
れ
た

機
会
に
集
中
読
破
。

　

近
代
作
家
は
宮
沢
賢
治
、
芥
川
、

鴎
外
、
漱
石
、
藤
村
、
井
伏
鱒
二
、

小
林
多
喜
二
。
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
は
司

馬
遼
太
郎
、
沢
地
久
恵
、
澤
木
耕
太

郎
、
柳
田
邦
夫
、
民
俗
学
柳
田
国
男

に
地
域
の
読
み
方
を
学
ぶ
。
戦
後
社

会
派
の
野
坂
昭
如
、
黒
岩
重
吾
、
宮

本
輝
、
五
木
寛
之
、
デ
ィ
ー
プ
な
大

江
健
三
郎
、
発
想
が
楽
し
い
稲
垣
足

穂
。
西
山
卯
三
『
あ
あ
楼
台
の
花
に

酔
う
』
は
三
高
生
の
青
春
像
が
よ
く

わ
か
る
。
絵
本
は
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
、

街
を
描
く
安
野
光
雅
。
乱
読
の
跡
は

書
き
き
れ
な
い
。

本
屋
の
行
方

　

本
屋
が
減
る
反
面
ネ
ッ
ト
図
書
流

通
、
電
子
図
書
が
広
が
る
。
昔
は
小

さ
な
町
に
も
本
屋
が
あ
っ
た
。
都
心

の
本
屋
は
超
大
型
店
に
。
近
頃
、
癒

し
の
カ
フ
ェ
兼
小
さ
な
本
屋
が
あ
っ

て
、
多
様
な
本
屋
の
未
來
を
感
じ
る
。

本
屋
に
行
く
こ
と
が
楽
し
い
時
代
が

蘇
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

断
捨
離
時
代
の
本
の
処
遇　

　

事
務
所
移
転
で
、
書
籍
の
大
半
を

思
い
切
っ
て
処
分
し
た
。
地
誌
、
歴

史
、
都
市
、
建
築
、
経
済
、
文
化
、

芸
能
、
小
説
な
ど
。
新
書
、
文
庫
が

大
半
。
手
元
に
貴
重
な
本
を
残
し
、

段
ボ
ー
ル
五
箱
、
宅
配
に
渡
し
、
後

日
、
三
千
五
百
円
が
送
金
さ
れ
た
。

一
冊
五
十
円
と
し
て
、
推
定
七
百
冊

処
分
。

積
読
（
在
庫
）
は
本
の
宿
命

　

雑
誌
は
読
ん
で
捨
て
る
が
、
事
例

に
し
た
い
建
築
雑
誌
は
保
存
。
単
行

本
は
つ
ま
ら
な
い
本
以
外
は
本
棚

に
。
二
度
読
み
す
る
こ
と
は
無
い
か

ら
積つ
ん
ど
く読

。

本
に
救
わ
れ
た
青
春
の
悩
み

　

生
き
る
こ
と
に
悶
々
と
思
い
悩
む

青
春
期
。
漱
石
『
草
枕
』
で
「
ど
こ

に
生
ま
れ
、
住
ん
で
も
悩
み
は
変
わ

ら
な
い
」
と
悟
っ
て
、
悩
み
か
ら
解

放
さ
れ
た
。

経
営
の
苦
し
さ
を
本
で
紛
ら
わ
す

　

名
古
屋
で
苦
し
い
経
営
状
況
が
続

い
た
時
、
す
が
る
よ
う
に
小
説
を
読

み
、
気
を
紛
ら
わ
し
た
。
今
は
卒
業

し
た
が
、
以
来
、
小
説
乱
読
。
名
古

屋
開
設
時
、
糸
乘
さ
ん
に
頂
戴
し
た

池
波
正
太
郎
『
散
歩
の
と
き
何
か
食

べ
た
く
な
っ
て
』
が
き
っ
か
け
か
。

　

読
書
は
電
車
・
バ
ス
の
中
。
癒
し

の
筆
頭
は
、
江
戸
下
町
人
情
話
の
山

本
周
五
郎
。
自
称
「
ま
ち
の
町
医
者
」

は
『
赤
ひ
げ
』
の
影
響
。
平
岩
弓
枝

の
御
宿
か
わ
せ
み
は
ほ
の
ぼ
の
と
し

て
良
い
。
藤
沢
周
平
が
似
て
い
る
。

　

最
近
、
家
の
近
く
に
あ
る
区
役
所

の
図
書
館
に
よ
く
行
っ
て
い
ま
す
。

私
の
好
き
な
コ
ー
ナ
ー
は
地
理
。
地

理
コ
ー
ナ
ー
に
は
「
幻
島
図
鑑
」「
地

名
か
ら
読
み
解
く
日
本
列
島
」「
ご

当
地
ソ
ン
グ
風
景
百
年
史
」
な
ど
、

紀
行
文
な
ど
も
含
め
、
タ
イ
ト
ル
を

見
る
だ
け
で
わ
く
わ
く
す
る
も
の
が

た
く
さ
ん
並
ん
で
い
ま
す
。

　

図
書
館
に
は
小
学
生
の
子
ど
も
と

一
緒
に
行
く
の
で
、子
ど
も
向
け
コ
ー

ナ
ー
の
本
も
よ
く
見
る
よ
う
に
な
り

気
が
つ
い
た
の
で
す
が
、
実
は
子
ど

も
向
け
の
地
理
に
関
す
る
本
は
「
ド

イ
ツ
」「
近
畿
地
方
」
な
ど
い
わ
ゆ
る

社
会
科
の
資
料
集
の
よ
う
な
も
の
ば

か
り
。
大
人
の
よ
う
に
面
白
い
切
り

口
で
地
理
を
切
り
取
っ
た
本
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
お
勉
強
、
暗
記
教
科
と

し
て
の
地
理
と
い
う
雰
囲
気
が
強
く

感
じ
ら
れ
ま
す
。
地
理
は
様
々
な
社

会
の
事
象
に
関
連
し
て
い
る
の
に
、

入
口
が
狭
す
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
高
校
で
「
地
理
総
合
」

が
必
修
科
目
と
な
り
ま
し
た
。
地
理

総
合
で
は
テ
ー
マ
と
し
て
「
国
際
理

解
と
国
際
協
力
（
生
活
文
化
の
多
様

性
と
国
際
理
解
、
地
球
的
課
題
と
国

際
協
力
）」「
持
続
可
能
な
地
域
づ
く

り
と
私
た
ち
（
自
然
環
境
と
防
災
、

生
活
圏
の
調
査
と
地
域
の
展
望
）」

が
掲
げ
ら
れ
る
な
ど
、
社
会
的
な
事

象
を
地
理
的
な
見
方
・
考
え
方
で
学

ぶ
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

基
礎
的
な
教
養
と
し
て
の
地
理
の

重
要
性
、
社
会
を
空
間
的
に
捉
え
る

こ
と
の
大
切
さ
が
再
認
識
さ
れ
る
中

で
、
小
学
生
な
ど
小
さ
な
子
ど
も
た

ち
へ
の
教
育
も
変
化
し
て
い
く
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。
本
も
、
も
ち
ろ

ん
資
料
集
の
よ
う
な
も
の
も
大
切
で

す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
様
々

な
子
ど
も
た
ち
が
関
心
を
持
て
る
よ

う
な
本
が
増
え
て
き
た
ら
楽
し
い
の

に
な
と
、
ひ
そ
か
に
期
待
を
し
て
い

ま
す
。

多様な本屋の未来を期待
尾関利勝：

名古屋事務所　顧問

地理をまなぶ
橋本晋輔：

ソーシャル・イノベーティブデザイングループ

子どもの地理コーナー

大人の地理コーナー
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岡本壮平：
都市・地域プランニンググループ

愛
知
県
の
渥
美
半
島
の
先
端
に
位
置

す
る
田
原
市
に
は
、
平
安
時
代
の
終

わ
り
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
操
業

し
た
中
世
陶
器
の
一
大
生
産
地
で
あ

る
渥
美
窯
が
あ
り
ま
す
。

　

渥
美
窯
は
、
三
河
地
方
で
最
大
の

窯
業
地
で
あ
り
、
尾
張
地
域
の
常
滑

窯
・
瀬
戸
窯
の
製
品
に
先
ん
じ
て
各

地
に
製
品
流
通
し
た
な
ど
の
点
で
重

要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

渥
美
窯
の
う
ち
、「
百
々
陶
器
窯
跡
、

伊
良
湖
東
大
寺
瓦
窯
跡
、
大
ア
ラ
コ

古
窯
跡
」
の
３
史
跡
が
、
特
に
重
要

な
も
の
と
し
て
国
指
定
史
跡
と
し
て

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、こ
れ
ら
３
史
跡
に
つ
い
て
、

指
定
当
時
か
ら
の
保
存
整
備
の
取
組

や
環
境
の
変
化
な
ど
を
踏
ま
え
、
将

来
に
向
け
て
安
定
的
に
保
存
・
整
備
・

活
用
を
図
っ
て
い
く
た
め
、
史
跡
保
存

活
用
計
画
の
策
定
を
支
援
し
ま
し
た
。

　

国
指
定
史
跡
と
言
え
ど
手
厚
く
保
護

さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
民
間
所
有
の
文
化
財
で
は
所
有

者
の
高
齢
化
や
相
続
な
ど
に
よ
り
保
存

が
危
ぶ
ま

れ
る
も
の

も
あ
り
ま

す
し
、
公

共
団
体
所
有
で
も
調
査
や
保
存
・
整
備

に
は
多
額
の
予
算
が
必
要
で
思
う
よ
う

に
い
か
な
い
ケ
ー
ス
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
渥
美
窯
全
体
の
価
値
、

そ
の
中
核
と
な
る
国
指
定
３
史
跡
の

本
質
的
価
値
を
再
確
認
し
た
上
で
、

ふ
る
さ
と
の
歴
史
・
文
化
を
誇
る
も

の
と
し
て
、
将
来
世
代
へ
と
適
切
に

保
存
・
活
用
・
継
承
し
て
い
く
た
め

の
方
針
と
施
策
内
容
を
検
討
し
ま
し

た
。
特
に
重
視
し
た
の
は
、
未
調
査

の
ま
ま
地
下
に
眠
っ
て
い
る
文
化
財

の
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調

査
研
究
の
推
進
と
、
学
校
教
育
や
生

涯
学
習
と
連
携
し
た
「
ふ
る
さ
と
学

習
」
で
の
活
用
、
並
び
に
史
跡
周
辺

の
公
園
や
観
光
施
設
と
連
携
し
た
情

報
発
信
や
Ｐ
Ｒ
で
す
。

　

地
域
の
子
ど
も
た
ち
や
人
々
が
ふ

る
さ
と
の
魅
力
や
す
ば
ら
し
さ
に
気

づ
き
、
誇
り
を
感
じ
る
郷
土
づ
く
り

に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。

知る・守る・伝え感じる、ふるさとの誇り
「渥美窯」国指定３史跡の保存活用計画

八
尾
市
で
は
令
和
４
年
４
月
に
「
八

尾
市
芸
術
文
化
基
本
条
例
」
が
施
行

さ
れ
、
令
和
４
年
６
月
に
「
八
尾
市

芸
術
文
化
推
進
基
本
計
画
」
が
策
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

レ
タ
ー
ズ
２
２
９
号
（
２
０
２
１

年
９
月
号
）
で
お
伝
え
し
た
と
お
り
、

こ
れ
か
ら
の
芸
術
文
化
の
推
進
に
向

け
て
、
市
内
の
活
動
場
所
や
活
動
団

体
が
つ
な
が
り
、
誰
も
が
ア
ク
セ
ス

可
能
な
芸
術
文
化
活
動
の
有
機
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
）

を
形
成
し
、
歴
史
資
産
や
伝
統
文
化

を
守
り
つ
つ
、
新
し
い
文
化
を
創
造

し
発
信
す
る
ま
ち
を
め
ざ
す
取
組
を

進
め
て
お
り
、
条
例
や
計
画
が
こ
れ

ら
の
基
盤
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
審
議
会
や
ワ
ー
キ
ン
グ

部
会
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
踏
ま

え
、
令
和
４
年
４
月
に
「
八
尾
市
芸

術
文
化
基
本
条
例
」
が
施
行
さ

れ
、
６
月
に
「
八
尾
市
芸
術
文

化
推
進
基
本
計
画
」
が
策
定
さ

れ
ま
し
た
。
条
例
で
は
、「
八

尾
市
に
お
け
る
芸
術
文
化
に
よ

る
創
造
及
び
交
流
の
基
盤
の
形

成
」、
す
な
わ
ち
文
化
的
コ
モ
ン

ズ
を
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
産
学

官
民
が
連
携
し
、
審
議
会
と
推

進
会
議
を
セ
ッ
ト
に
し
て
推
進

し
て
い
く
こ
と
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
計
画
で
は
八

尾
な
ら
で
は
の
文
化
的
コ
モ
ン

ズ
を
『
や
お
う
え
る
か
む
コ
モ

ン
ズ
』
と
呼
び
、
推
進
し
て
い

く
た
め
の
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ

ン
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
４
年
７
月
に
「
八
尾

市
芸
術
文
化
基
本
条
例
制
定
記
念
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
の
取
組
が
既

に
行
わ
れ
て
い
る
大
分
県
別
府
市
か

ら
山
出
淳
也
氏
（BEPPU

 PRO
JECT

フ
ァ
ウ
ン
ダ
ー
）
を
お
招
き
し
、
基

調
講
演
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
「「
や
お
う
え
る
か
む
コ
モ
ン

ズ
」
っ
て
何
？
」
を
通
じ
て
、「
生
活

の
中
に
既
に
文
化
は
蓄
積
さ
れ
て
い

る
の
で
、
ま
ず
は
小
さ
な
こ
と
で
も

一
歩
踏
み
出
し
て
い
く
」
こ
と
な
ど

が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
「
や
お
う
え
る
か
む
コ

モ
ン
ズ
」
の
形
成
を
通
じ
て
、
八
尾

市
の
人
・
ま
ち
・
社
会
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
ご
関
心
の
あ

る
方
は
ぜ
ひ
一
緒
に
取
り
組
み
ま
せ

ん
か
？

八尾市で「文化的コモンズ」形成に
向けた条例＆計画ができました

江藤慎介：
地域産業イノベーショングループ

国宝　秋草文壺（慶應義塾大学蔵）

大アラコ古窯跡　施釉陶器

史跡整備の現況（伊良湖東大寺瓦窯跡）

令和 10年度の八尾市の様子
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「まちらしさ」を発見する

み
な
さ
ん
は
「
相
模
大
野
」
と
い
う

ま
ち
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
ま
す
か
？

　

東
京
近
郊
の
中
核
都
市
、
利
便
性

の
高
い
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
私
が
最
初
に

訪
れ
て
感
じ
取
っ
た
印
象
は
、
清
廉

か
つ
人
の
温
か
み
が
残
る
現
代
の
モ

デ
ル
的
な
都
市
、と
い
っ
た
も
の
で
す
。

　

近
年
、
消
費
行
動
の
変
化
な
ど
に

よ
り
大
都
市
以
外
で
の
百
貨
店
の
撤

退
が
続
い
て
い
ま
す
。
相
模
大
野
も

そ
の
例
外
で
な
く
、
商
業
的
拠
点
で

あ
っ
た
百
貨
店
が
撤
退
す
る
こ
と
で

都
市
構
造
の
変
化
が
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
変
化
は
チ
ャ

ン
ス
と
い
う
こ
と
で
、
相
模
大
野
で

は
こ
れ
を
機
に
新
た
な
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す（
都

市
の
変
化
を
利
用
す
る
の
が
都
市
計

画
の
よ
い
と
こ
ろ
で
す
ね
）。
そ
の
一

環
で
、
市
と
区
の
共
同
で
「
市
民
」

ら
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み

（
＝
シ
ビ
ッ
ク
ア
ク
シ
ョ
ン
）
支
援

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
、
私
た

ち
は
そ
の
一
部
を
お
手
伝
い
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
取
り
組
み

た
い
テ
ー
マ
や
ア
ク

シ
ョ
ン
を
共
に
考
え

ま
し
た
。

　

市
民
が
ま
ち
づ
く

り
に
積
極
的
に
関
わ

る
き
っ
か
け
と
し
て
、

何
か
大
き
な
問
題（
空

き
家
や
開
発
な
ど
の

住
環
境
に
関
わ
る
問

題
な
ど
）
が
起
き
て
、

そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
一
致
団
結
し

熱
く
立
ち
向
か
う
と
い
っ
た
ケ
ー
ス

が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
相

模
大
野
で
は
今
あ
る
ま
ち
の
魅
力
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
、
も
っ
と

知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

で
朗
ら
か
な
気
持
ち
が
強
く
、
参
加

者
の
間
で
共
通
し
て
い
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
ま
た
、
隣
接
す
る
町
田
市

を
意
識
し
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
マ
イ

ペ
ー
ス
に
自
分
た
ち
の
リ
ズ
ム
で
歩

ん
で
い
く
よ
う
な
そ
ん
な
印
象
を
受

け
ま
し
た
。
そ
れ
も
ま
た
相
模
大
野

と
い
う
「
ま
ち
ら
し
さ
」
の
現
れ
で

あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

参
加
者
の
属
性
や
性
格
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か
気
質

が
似
て
い
る
。
参
加
者
に
共
通
す
る

の
は
同
じ
ま
ち
に
住
み
、
暮
ら
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
。
同
じ
ま
ち
へ
の

思
い
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
ど
こ
か
似
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
見
方
を
変
え
る
と
、

ど
の
街
に
住
む
か
で
、「
私
ら
し
さ
」

と
い
う
の
も
変
わ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ん
な
人
が
住

む
か
（
ま
ち
の
思
い
方
が
多
様
に
な

る
こ
と
）
に
よ
っ
て
「
ま
ち
ら
し
さ
」

も
変
わ
る
は
ず
で
す
。

　

全
３
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
終

え
て
、
相
模
大
野
と
い
う
ま
ち
は
、

ぎ
ら
つ
い
た
熱
さ
は
な
い
け
れ
ど
、

独
特
な
リ
ズ
ム
と
朗
ら
か
さ
が
持
ち

前
な
の
だ
と
、
ま
ち
の
印
象
・
感
じ

方
が
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
個
性

的
な
ま
ち
の
「
個
性
」
を
発
見
し
、

愛
で
て
い
く
こ
と
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 筈谷友紀子：
ソーシャル・イノベーティブデザイングループ

中小企業の脱炭素経営につながる学びの場　
2期を迎えます

植松陽子：
サスティナビリティマネジメントグループ

脱
炭
素
化
が
本
格
的
に
加
速
す
る
な

か
、
Ｓ
ｃ
ｏ
ｐ
ｅ
３
を
意
識
し
て
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
通
し
た
影
響
を

受
け
る
中
小
企
業
で
も
、
脱
炭
素
化

の
経
営
的
視
点
や
具
体
取
組
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

全
国
自
治
体
に
先
駆
け
て
、
豊
田

市
で
は
、
も
の
づ
く
り
産
業
中
心
と

し
た
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
支
え
る

中
小
企
業
を
対
象
に
、
自
主
的
な
脱

炭
素
化
の
取
組
を
進
め
て
い
く
た
め

の
学
び
の
場
「
豊
田
市
脱
炭
素
ス

ク
ー
ル
」
を
、
令
和
３
年
度
に
開
講

し
ま
し
た
。

　

ア
ル
パ
ッ
ク
は
、
運
営
事
務
局
と

し
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
組
み
立
て

か
ら
、
ス
ク
ー
ル
運
営
、
講
師
、
企

業
か
ら
の
相
談
対
応
な
ど
、
ト
ー
タ

ル
で
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ス
ク
ー
ル
は
、
講
義
と
演
習
を
組

み
合
わ
せ
た
計
10
回
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
か
ら
な
り
、
脱
炭
素
経
営
の
基
礎

知
識
や
ポ
イ
ン
ト
、
省
エ
ネ
推
進
・

再
エ
ネ
導
入
の
実
践
手
法
を
学
び
合

う
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
受
講
企

業
の
特
性
や
実
情
に
あ
わ
せ
て
リ
ス

ク
と
機
会
を
捉
え
た
計
画
づ
く
り
が

進
む
よ
う
、
ま
た
今
後
も
自
主
的
に

取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
に
支
援
を

し
て
い
ま
す
。

　

第
１
期
は
昨
年
10
月
に
開
講
し
、

16
社
が
参
加
し
ま
し
た
。
今
年
９
月

に
開
催
さ
れ
た
修
了
成
果
発
表
会
で

は
、
全
社
に
無
事
修
了
証
が
授
与
さ

れ
、
成
果
発
表
で
は
、
具
体
的
な
削

減
計
画
に
加
え
て
、
脱
炭
素
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
Ｐ
Ｒ
を
さ
れ
る

企
業
も
あ
り
ま
し
た
。

　

豊
田
市
で
は
、
地
元
金
融
機
関

や
商
工
会
議
所
と
の
連
携
も
視
野

に
、
人
材
育
成
と
し
て
の
ス
ク
ー

ル
だ
け
で
な
く
、
令
和
４
年
度
か

ら
新
た
に
創
エ
ネ
の
補
助
金
や
相

談
窓
口
な
ど
も
設
け
ら
れ
、
ト
ー

タ
ル
で
脱
炭
素
化
に
向
け
た
支
援

が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

現
在
、
第
２
期
ス
ク
ー
ル
生
の
募

集
を
行
っ
て
お
り
、
今
後
も
ス
ク
ー

ル
生
が
中
心
と
な
り
、
市
内
の
脱
炭

素
経
営
が
牽
引
さ
れ
て
い
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
す
。
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農
業
・
農
村
に
は
、
お
米
や
野
菜

な
ど
の
農
産
物
を
生
産
・
供
給
す

る
機
能
以
外
に
も
様
々
な
働
き
が

あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
田
畑
に
は
一
時
的
に
雨

水
を
た
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

洪
水
を
防
ぐ
働
き
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
棚
田
の
よ
う
に
斜
面
に
作
ら
れ

た
田
畑
は
、
耕
作
が
続
け
ら
れ
て
い

る
と
、
雨
水
が
田
畑
に
貯
留
さ
れ
、

地
下
水
が
急
激
に
増
え
な
い
た
め
、

土
砂
崩
れ
等
の
防
止
に
つ
な
が
り
ま

す
。
こ
の
他
に
も
、
美
し
い
農
山
村

の
景
観
が
保
た
れ
て
い
た
り
、
様
々

な
生
き
物
の
生
息
場
所
と
な
る
な

ど
、
私
た
ち
は
気
付
か
ず
に
農
業
・

農
村
の
「
多
面
的
機
能
」
の
恩
恵
を

受
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、「
業
」
と
し
て
農
業
を
続
け
る

こ
と
が
難
し
い
農
地
も
、「
農
空
間
」

と
し
て
保
全
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
。
農
林
水
産
省
で
は
、
こ
の

よ
う
な
多
面
的
機
能
を
維
持
・
発
揮

に
向
け
て
、
多
面
的
機
能
支
払
交
付

金
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付

金
等
の
施
策
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
は
、
農

業
者
や
地
域
住
民
な
ど
の
個
人
、
農

業
法
人
や
自
治
会
な
ど
の
団
体
な
ど

で
構
成
さ
れ
た
活
動
組
織
が
主
体
と

な
り
、「
地
域
共
同
」
に
よ
る
様
々

な
活
動
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
農
用
地
や
水
路
等
の
地
域
資

源
の
基
礎
的
な
保
全
管
理
、
老
朽
化

が
進
む
農
業
用
排
水
路
等
の
長
寿
命

化
の
た
め
の
補
修
・
更
新
、
さ
ら
に

は
、
生
き
も
の
調
査
や
農
業
体
験
イ

ベ
ン
ト
な
ど
の
地
域
住
民
向
け
の
啓

発
活
動
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

交
付
金
に
よ
り
農
空
間
が
保
全
さ

れ
て
い
る
地
域
が
あ
る
一
方
で
、
非

農
業
者
な
ど
多
様
な
主
体
の
参
画
や

広
域
化
に
よ
る
対
象
組
織
の
さ
ら
な

る
体
制
強
化
や
取
組
拡
大
、
事
務
等

の
負
担
軽
減
な
ど
が
全
国
的
な
課
題

と
し
て
、
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
ル
パ
ッ
ク
で
は
今
年
度
、
地
域

産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ
と

と
も
に
、
兵
庫
県
に
お
い
て
、
県
内

の
各
地
域
で
今
後
も
多
面
的
機
能
が

維
持
・
発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
活
動

組
織
を
支
援
す
る
仕
組
み
づ
く
り
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。

農業・農村の「多面的な機能」の維持・発揮に向けて
末次優花：

都市・地域プランニンググループ

「木地師と漆 - 未来を紡ぐ伝統文化」シンポジウムを開催！
髙瀬咲：

地域再生デザイングループ

９
月
18
日(

日)

に
東
京
国
立
博
物

館
平
成
館
に
て
滋
賀
県
東
近
江
市
主

催
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
台
風
の
接
近
に
伴
い
強

い
雨
が
降
り
続
き
、
お
足
元
が
非
常

に
悪
い
中
で
し
た
が
、
滋
賀
か
ら
離

れ
遠
方
に
も
関
わ
ら
ず
、
関
東
近
郊

を
中
心
に
約
１
５
０
人
の
方
に
ご
来

場
い
た
だ
き
、
改
め
て
木
地
師
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
力
、
木
地
師
文
化
へ

の
関
心
の
高
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

第
一
部
の
基
調
講
演
で
は
、
東
京

藝
術
大
学
名
誉
教
授
・
漆
作
家
の
三

田
村
有
純
先
生
を
お
招
き
し
、「
日

本
の
基
層
文
化
と
し
て
の
漆
芸
」
と

題
し
、
日
本
の
食
文
化
と
漆
器
の
関

わ
り
や
、
材
料
と
し
て
の
漆
の
優
れ

た
点
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
お
け
る

漆
文
化
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

第
二
部
で
は
、
三
田
村
先
生
、
東

近
江
市
の
小
椋
市
長
、
岡
山
県
美
作

市
の
萩
原
市
長
、
東
近
江
市
で
木
地

師
文
化
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
を
監
修

し
て
い
る
龍
谷
大
学
須
藤
名
誉
教

授
、
日
本
漆
器
協
働
連
合
組
合
の
土

田
理
事
長
に
ご
登
壇
い
た
だ
き
、
漆

文
化
・
木
地
師
文
化
の
重
要
さ
、
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
、
行
政
、
研
究

者
、漆
産
業
界
、漆
作
家
と
い
う
様
々

な
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
熱
い
想

い
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

来
場
者
の
方
か
ら
も
、「
木
地
師

と
い
う
職
業
を
初
め
て
き
ち
ん
と
知

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
伝
統
工
芸

品
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
良
い
品
を

日
常
生
活
に
と
り
入
れ
た
い
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」「
林
業
と
の

つ
な
が
り
な
ど
大
変
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。
地
域
振
興
と
伝
統
工
芸
の
保

全
が
進
ん
で
い
く
動
き
が
実
を
結
ぶ

こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。」

な
ど
の
ご
感
想
を
い
た
だ
き
、
今
後

の
活
動
に
つ
な
が
る
実
り
あ
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
契
機
に
、
今

後
も
「
木
地
師
の
ふ
る
さ
と
発
信

事
業
」
は
躍
進
し
て
い
く
予
定
で

す
の
で
、
ぜ
ひ
皆
さ
ま
応
援
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

農道の補修

農業体験イベント

パネルディスカッション

会場の様子

全国漆器展

写真出典：多面的機能支払制度活動取組事例集
（発行：兵庫県多面的機能発揮推進協議会）
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大阪商工会議所のグレーターミナミの提言づくり
山部健介：

地域産業イノベーショングループ

大
阪
商
工
会
議
所
で
は
、
大
阪
都
心

南
部
（
難
波
、
新
今
宮
、
阿
倍
野
・

天
王
寺
・
上
本
町
エ
リ
ア
）
と
大
阪

府
南
部
地
域
（
泉
州
・
南
河
内
エ
リ

ア
）
を
「
グ
レ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ミ
」
と

位
置
付
け
て
お
り
、
一
体
的
な
都
市

経
済
圏
と
し
て
活
性
化
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

人
口
減
少
や
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
客
の
減
少
に
よ
る
影
響

を
受
け
つ
つ
も
、
関
西
国
際
空
港
か

ら
世
界
に
つ
な
が
る
地
政
学
的
な
優

位
性
を
活
か
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ア
ル
パ
ッ
ク
で
は
、
今
後

の
グ
レ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ミ
に
お
け
る
機

能
強
化
に
向
け
た
提
言
に
係
る
各
種

調
査
、
研
究
を
支
援
し
ま
し
た
。

　

提
言
の
中
で
は
、
グ
レ
ー
タ
ー
ミ

ナ
ミ
に
お
け
る
自
然
や
立
地
環
境
、

産
業
集
積
、
多
様
な
観
光
資
源
な
ど

を
ふ
ま
え
て
、
①
グ
レ
ー
タ
ー
・
テ

ロ
ワ
ー
ル
、
②
グ
リ
ー
ン
・
ベ
イ
、

③
外
国
人
誘
致
・
居
住
と
い
う
３
つ

の
方
向
性
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

１
つ
目
の
グ
レ
ー
タ
ー
・
テ
ロ

ワ
ー
ル
は
、
豊
か
な
「
自
然
」、
そ

れ
が
も
た
ら
す
豊
富
な
「
地
域
食

材
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
活
か
す
「
観

光
」
と
い
っ
た
潜
在
的
な
魅
力
（
可

能
性
）
を
生
か
し
つ
つ
、「
暮
ら
し
」

と
セ
ッ
ト
で
取
り
組
む
こ
と
で
、
南

大
阪
全
体
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
化
を

図
り
、
活
性
化
に
つ
な
げ
る
も
の
で

す
。
２
つ
目
の
グ
リ
ー
ン
・
ベ
イ
は
、

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
へ
の
世
界

的
な
関
心
の
高
ま
り
を
ふ
ま
え
、
グ

レ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ミ
に
お
け
る
大
学
の

研
究
機
能
・
技
術
シ
ー
ズ
と
民
間
企

業
の
「
知
」
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
ベ
イ
エ
リ
ア
全
体
と
し
て
イ
ノ

ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
空
間
を
創
出
す
る
も

の
で
す
。
３
つ
目
の
外
国
人
誘
致
・

居
住
は
、
多
様
な
外
国
人
の
雇
用
や

受
入
拠
点
を
形
成
し
つ
つ
、
新
た
な

産
業
活
力
の
創
造
に
向
け
て
、
外
国

人
の
活
用
を
積
極
的
に
推
し
進
め
る

も
の
で
す
。

　

今
後
は
、
グ
レ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ミ
の

各
自
治
体
間
へ
の
提
言
の
共
有
、
関

係
自
治
体
や
商
工
会
議
所
等
に
よ
る

国
へ
の
働
き
か
け
、
沿
線
事
業
者
や

関
係
自
治
体
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
具
現
化
な
ど
を
通
じ
て
、
グ

レ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ミ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
向

上
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

民間発意の官民連携への提言
～ポストコロナのまちづくりを見据えて～

木下博貴：
地域再生デザイングループ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡

大
は
、
人
々
の
働
き
方
、
移
動
、
余

暇
の
過
ご
し
方
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の

生
活
を
大
き
く
変
え
る
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
危
機
に
お

い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
三
密
」
を
回

避
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
中
、

満
員
電
車
や
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
な

ど
「
都
市
空
間
内
の
過
密
」
と
い
う

課
題
が
改
め
て
顕
在
化
し
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
共
存
す
る
ニ
ュ
ー

ノ
ー
マ
ル
に
対
応
し
た
働
き
方
や
住

ま
い
方
へ
の
変
革
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
や
オ
ン
ラ

イ
ン
会
議
な
ど
、
リ
モ
ー
ト
サ
ー
ビ

ス
の
活
用･

定
着
が
進
み
始
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
変
革
を
迎
え
る
中
、
名

古
屋
商
工
会
議
所
で
は
、
不
動
産
や

輸
送
・
流
通
、
商
業
、
情
報
、
都
市

イ
ン
フ
ラ
等
を
担
う
会
員
企
業
の
若

手
か
ら
な
る
「
名
古
屋
ま
ち
づ
く
り

ビ
ジ
ョ
ン
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
、

「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
た
名
古

屋
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
、

各
企
業
の
取
り
組
み
や
幅
広
い
ア
イ

デ
ィ
ア
等
の
意
見
を
出
し
合
い
、
名

古
屋
市
の
「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
２
０
３
０
」
で
示
さ
れ
た
将

来
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
に
コ
ロ

ナ
危
機
を
契
機
と
し
た
新
た
な
方
策

を
検
討
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
事
務

局
と
し
て
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
、
今
後
「
名
古
屋
ま
ち
づ

く
り
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
３
０
（
提
言
）」

と
し
て
、
と
り
ま
と
め
、
公
表
さ
れ

る
予
定
で
す
。

　

提
言
で
は
、
民
間
発
意
の
ア
イ

デ
ィ
ア
や
取
り
組
み
の
視
点
で
整
理

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ

を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
に
は
、
多

様
な
公
民
連
携
が
不
可
欠
で
あ
り
、

民
間
事
業
者
の
積
極
的
な
参
画
や
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
な
ど
に
よ
る
行
政

と
の
情
報
共
有
、
推
進
体
制
の
役
割

が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
視
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
と
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。

公
表
後
に
は
、
改
め
て
ご
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
の
で
、
引
き
続
き
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

公開空地を活用した「居心地のいい空間」を創出
（名古屋駅周辺）

グレーターミナミ・定住促進をめざしたプロジェクトの方向性
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　第 47 回では、田中尚人氏をお招きしました。
　講演では、ご自身が関わられている地方都市でのま
ちづくり活動の事例をご紹介いただきました。講演の
初めには、「持続可能」とは変わり続けることであり「不
易流行（変わらないことと変わり続けること）」が大切
であるということをお話いただき、参加者からも納得
の声が聞かれました。
　事例紹介の中では特に、地域の中学生が地域の「今」
を次世代に伝えるための映像制作の事例において「子
どもたちが地域を知り、地域を考え、それを伝えて
いくことで、地域のことが自分事になり、地域の持
続可能性につながる」という地方都市でのまちづく
りにおいては重要な要素となる次世代の存在と地域
を自分事として捉えることの重要性をご紹介いただ
きました。
　お話から、地域の方々だけでなく、ご自身も地域を
楽しまれている様子が伺われ、まさに「まちづくりと
言わないまちづくり」を体現されており、私も地域を
楽しみながら関わり続けたいと思いました。（内野絢
香）

適塾路地奥サロン実行委員会

　第 48 回を迎えた適塾路地奥サロンでは、小池志保
子氏をお招きし、「長屋再生から始まる地域の小さな暮
らし」という題目で、大阪長屋の改修事例や長屋で繋
がる素敵な人々のお話をいただきました。
　講演会では、実際に小池先生が主体となって取り組
まれている「須栄広長屋」を中心に、長屋改修のデザ
イン手法を丁寧にご紹介いただきました。リノベー
ション理論として挙げられていた、①住み継ぐための
保存とデザイン、②近代長屋の住み継ぎと大阪の住文
化の持続の 2点は、単に空き家問題を解決するに留ま
らずに、地域やコミュニティの活性化、大阪らしい住
文化の継承にも繋がり、大量に存在する「建築ストッ
クの可能性」を改めて感じさせられました。
　参加者からは「ぜひ長屋に住んでみたい」という声
があった一方、「改修費用は何年で回収するのか」と
いう現実的なお金の話もあり、この当たりはまだまだ
議論するべき余地が残っているとも思いました。長屋
という存在が、いつかは大阪のシンボルとなることを
願って、これからも何らかの形で長屋に関わっていき
たいと思います。（山口泰生）

「みんなでかたる　まちづくりと言わないまち
づくり」
講師　熊本大学大学院先端科学教育部

准教授（地域風土計画研究室）　田中尚人氏

「長屋再生から始まる地域の小さな暮らし～オープ

ンナガヤ大阪の取り組みと大阪長屋の改修事例～」

講師　大阪公立大学大学院生活科学研究科

准教授　小池志保子氏

48 回
2022 年
8 月 26 日

47 回
2022 年
7 月 25 日

め
ま
し
て
。
９
月
１
日
よ
り
よ

か
ネ
ッ
ト
（
九
州
事
務
所
）
に

入
社
致
し
ま
し
た
、
酒さ

け
み
ち
さ
と

見
知
里
と

申
し
ま
す
。
愛
知
県
扶
桑
町
で
生

ま
れ
育
ち
、
よ
か
ネ
ッ
ト
へ
の
就

職
を
機
に
福
岡
県
へ
引
っ
越
し
て

き
ま
し
た
。

　

私
は
苗
字
の
「
酒
見
」
が
好
き
で

す
。
愛
知
県
に
住
ん
で
い
た
時
は
珍

し
く
、
酒
の
見
（
さ
け
の
み
）
と
自

己
紹
介
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と

し
て
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
残
念
な
が
ら
お
酒
は
強
く
な
い

の
で
、
こ
れ
か
ら
少
し
ず
つ
九
州
の

芋
焼
酎
な
ど
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。「
酒
見
」
の
由
来

は
福
岡
県
大
川
市
酒
見
と
い
う
場
所

の
よ
う
で
、
２
０
０
０
年
近
く
の
歴

史
深
い
神
社
も
あ
り
、
福
岡
県
に
住

む
こ
と
で
「
酒
見
」
の
歴
史
も
感
じ

て
い
き
た
い
で
す
。

　

私
が
町
づ
く
り
に
対
す
る
思
い
を

強
く
し
た
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
す
。

前
職
で
、
三
重
県
の
あ
る
小
学
校
に

訪
問
し
た
際
に
、
バ
ス
で
山
を
越
え

て
通
学
を
し
て
い
る
子
供
が
い
ま
し

た
。
前
か
ら
通
学
に
困
っ
て
い
る
子

供
が
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た

が
、
実
際
に
学
校
の
合
併
で
小
学
校

が
遠
く
な
り
通
学
に
大
変
な
思
い
を

し
て
い
る
子
供
を
見
る
こ
と
で
、「
町

全
体
で
子
供
を
育
て
る
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
を
よ
り
実
感
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

幅
広
い
要
求
に
柔
軟
に
対
応
す
る

た
め
、
多
面
か
ら
も
の
ご
と
を
見
る

目
を
持
ち
、
何
度
も
粘
り
強
く
課
題

に
対
し
て
考
え
抜
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
日
々
学
び
、
何
に

対
し
て
も
素
直
で
い
る
こ
と
を
忘
れ

ず
に
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。
そ
し
て
、
少
し
で
も
未
来
の
子

供
た
ち
が
住
み
や
す
い
町
へ
と
発
展

す
る
力
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

酒見知里
よかネット（九州事務所）

フットワーク軽く初

適塾路地奥サロン報告
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　本誌 226 号（2021 年 3 月号）「千里ニュータウン
が循環するための公的賃貸住宅の役割を夢想する」で
紹介した「千里ニュータウン及び周辺団地におけるス
トック再編事業化検討調査業務」が、独立行政法人都
市再生機構（ＵＲ）西日本支社が実施している「令和
４年度建設コンサルタント業務等優良受注者等表彰」
を受けました。
　この表彰は、毎年ＵＲ発注の工事や業務について、
優秀な成績を収め、機構の業務に貢献した施工業者及
び建設コンサルタント業務等受注者に対し感謝状が贈
呈されるもので、西日本支社では昨年度よりコンサル
タント部門にも表彰されるようになりました。
　本業務は、マスタープラン検討チーム（生活デザイ
ングループ）と建替計画検討チーム（建築プランニン
グ・デザイングループ）が一丸となって取り組み、特
に次世代を担う若手が力量を発揮し、最後までまとめ
上げました。中には、熱を入れすぎたのか、千里の魅
力に取りつかれたのか、業務進行中にニュータウン内
の団地に引っ越しをするものまで現れました。さすが

　名古屋事務所の開設を機に ARPAK　NEWSRETER
（現在のレターズアルパック）は、1983 年 7月に創刊
しました。発刊記念号 0号では、「ARPA・Kのことを
シンク・タンク、コンサルタント、設計事務所何とで
も呼んで頂いて結構ですが、とにかくこの種の仕事は
人と人とのふれあい、情報と情報の交流にこそフロン

現地主義のアルパックです。
　千里ニュータウンはまちびらきから 60 年が経ち、
一部では既に再編が進められています。今回の表彰は、
これまでの「全面建替え＋残地民間処分型」ではない、
ＵＲが残地を所有しつづけるケースも含め、持続可能
なストック再編は如何にあるべきか等について比較検
討・提案を行ったことが評価されたと聞いています。
社会環境が変化していく中で、今ある団地の魅力を継
承しつつ、将来に亘りまちが持続していくためにはど
んな再編が望ましいのか、夢想は尽きません。

UR 千里 20 調査チーム（山崎、嶋崎、和田、岡崎、塗師木、竹内、三宅）

千里ニュータウンのＵＲ賃貸の将来のあり方を検討した業務がＵＲから表彰を受けました

「商店街の引力」
大阪事務所　中村孝子

　コロナ禍の在宅勤務続きで、最近、運動不足を解
消するため商店街を歩いています。例えば、大阪屈
指のコリアンタウン「鶴橋商店街」を探検していま
す。韓国グルメや食材店、コスメやチョゴリのお店も
あり、気軽に海外旅行感覚を楽しめます。それは、昼
の顔。商店街をさらに奥に進むと鮮魚の卸売市場が
あり、出勤前に立ち寄り、威勢のいいおじさん相手
に食材をゲットします。広い商店街はどこが入口か
わからない、道もたくさんあってなかなか複雑です。

事務所
だより

ティアがあると思っています」とあります。その思い
は、現在も変わりません。
　さて、この度、ホームページに 0号からのバックナ
ンバーを掲載しました。今後もより充実した内容で情
報発信をしていきます。ぜひ、ご覧ください。
https://www.arpak.co.jp/lettersindex

さて、夜はとい
うと朝や昼間の
姿とは一変しま
す。友達と銭湯

に行って夕飯を食べて、シャッターが下りた商店街を
歩くと薄暗い路地は巨大な迷路みたいです。スマホを
みると位置がわかるのですが、あえて使わずうろうろ
します。なかなかスリリングです。今夜も摩訶不思議
な引力に吸い寄せられるように、終わりのない夜を楽
しみに行こうと思います。

大　阪

レターズアルパックのバックナンバーの公開！ レターズアルパック編集委員会

）

受　賞しました
一丸となって取り組んだ結果が成果に。来たる未来に向けて続く夢想



〔
レ
タ
ー
ズ
ア
ル
パ
ッ
ク
〕
２
３
５
号　

2
０
２
２
年
９
月
発
行
（
株
）
地
域
計
画
建
築
研
究
所　

https://w
w
w
.arpak.co.jp

本
好
き
で
全
て
の
本
屋
を
愛
す
る
髙
瀬
の

声
掛
け
で
、
小
島
、
筈
谷
、
新
開
の
若
手

４
人
で
個
人
書
店
に
行
っ
て
き
ま
し
た
！

　

若
手
同
士
の
交
流
を
目
的
に
、
昨
年
度

よ
り
自
主
勉
強
会
と
称
し
た
集
ま
り
を
有

志
で
開
催
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
話
し
た
こ
と

の
な
い
人
も
い
た
当
初
、
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
を
知
ろ
う
と
「
自
分
の
本
棚
の
写
真
」

を
共
有
す
る
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
を
行
い

ま
し
た
。
本
棚
を
介
し
て
、
ま
ち
づ
く
り

と
い
う
共
通
の
興
味
が
見
え
た
り
、
そ
の

人
の
印
象
と
全
然
違
う
本
が
あ
っ
た
り
、

本
の
内
容
か
ら
入
手
し
た
と
き
の
話
ま
で

色
々
な
話
が
出
来
て
仲
が
ぐ
っ
と
深
ま
っ

た
気
が
し
ま
し
た
。（
髙
瀬
）

◆
個
人
書
店
へ

　
「
本
棚
共
有
」
か
ら
話
が
弾
み
、
大
阪

事
務
所
近
辺
の
２
つ
の
書
店
に
み
ん
な
で

行
き
ま
し
た
。

　

１
つ
目
の〝FOLK
old book store

〞

は
地
下
に
あ
る
入

り
組
ん
だ
秘
密
基

地
の
よ
う
な
空
間

の
中
に
雑
貨
や
Ｃ

Ｄ
、
服
や
本
が

ぎ
っ
し
り
並
ん
で

い
る
お
店
で
し

た
。
ひ
と
つ
本
を

手
に
取
る
と
そ
の

次
の
本
が
気
に
な
っ
て
、
気
が
付
く
と
別

の
ジ
ャ
ン
ル
の
棚
に
た
ど
り
着
き
、
楽
し

い
迷
宮
を
冒
険
し
て
い
る
気
持
ち
に
な
り

ま
し
た
。
も
う
１
つ
の
〝Calo Bookshop 

&
 Cafe / Calo Gallery

〞
は
対
照
的
に
、

カ
フ
ェ
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
併
設
し
た
開
放

的
な
空
間
で
、
厳
選
さ
れ
た
魅
力
的
な
本

が
全
員
主
役
の
よ
う
に
並
ん
で
お
り
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
本
達
と
向
き
合
っ
て
出
会

え
る
場
所
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

本
好
き
の
私
に
と
っ
て
個
性
溢
れ
る
棚

の
構
成
や
色
ん
な
気
持
ち
で
新
た
な
本
と

出
合
え
る
空
間
と
体
験
が
個
人
書
店
の
魅

力
で
す
。
誰
か
と
一
緒
に
書
店
に
い
く
こ

と
は
少
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本

に
向
き
合
う
と
い
う
別
々
の
体
験
の
よ
う

で
、
同
じ
空
間
で
本
と
と
も
に
一
緒
に
濃

厚
な
時
を
す
ご
し
た
感
覚
も
あ
り
、
最
高

の
１
日
と
な
り
ま
し
た
。
一
緒
に
時
を
過

ご
し
た
新
開
さ
ん
の
感
想
を
お
聞
き
く
だ

さ
い
。（
髙
瀬
）

　

私
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
読
書

は
苦
手
で
、
あ
ま
り
本
の
世
界
と

は
近
い
と
こ
ろ
に
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
ん
な
私
で
す
が
、
髙
瀬
さ

ん
た
ち
に
誘
っ
て
も
ら
い
、
今
回

初
め
て
個
人
書
店
に
行
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
私
が
本
屋
さ
ん
に
行

く
と
き
は
、
見
た
い
ジ
ャ
ン
ル
の

場
所
に
行
き
、
目
的
の
本
を
探
す

と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
一
般
的
で
し
た
。
し

か
し
、
個
人
書
店
に
は
選
び
抜
か
れ
た
こ

だ
わ
り
の
本
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
お
り
、

様
々
な
感
性
に
触
れ
る
う
ち
に
、
店
内
を

一
周
し
終
え
る
頃
に
は
ま
る
で
思
考
の
旅

に
出
た
よ
う
な
、
充
実
し
た
時
間
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。（
新
開
）

◆
シ
ェ
ア
型
図
書
館

　

一
方
で
、
ま
ち
な
か
に
小
さ
な
図
書
館

を
作
る
動
き
も
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

昨
年
若
手
で
豊
岡
に
行
っ
た
際
に
も
、
一

箱
単
位
で
棚
を
借
り
、
自
分
の
好
き
な
本

を
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
〝
シ
ェ
ア

型
〞
の
図
書
館
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
単
に
本
を
借
り
る
だ
け
で
な
く
、
読

ん
だ
り
買
っ
た
り
、
自
由
に
過
ご
す
こ
と

が
で
き
、
ま
る
で
暮
ら
し
の
一
部
に
こ
の

場
所
が
あ
り
、
本
を
通
じ
て
様
々
な
人
と

も
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
地
域
の
「
居
場

所
」の
よ
う
な
場
所
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

　

本
好
き
髙
瀬
さ
ん
と
の
本
屋
巡
り
を

き
っ
か
け
に
、
本
を
通
じ
た
新
し
い
楽
し

み
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

を
機
に
、
自
分
の
こ
だ
わ
り
の
一
冊
を
見

つ
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。（
新
開
）

 

地域再生デザイングループ　髙瀬咲
建築プランニング・デザイングループ　新開夏織

表紙写真：グンナール・アスプルンドのデザインによる美しい図書館（ストックホルム市立図書館／撮影 坂井信行）

大
阪
事
務
所
近
辺
の
個
人
書
店
に

遊
び
に
行
き
ま
し
た

シェア型図書館“だいかい文庫”

個人書店“FOLK old book store”

共有した自分の本棚


