
グローバル化や
情報化のドライブ

これまで 現在 これから

循環型の学びの回路を
組み込む

は
じ
め
に

―
―
地
域
か
ら
社
会
の
枠
組
み
の
変
化
に
向
き
合
う

日
々
の
暮
ら
し
を
と
り
ま
く
社
会
の
枠
組
み
が
、
劇
的

に
変
化
し
て
い
る
。
個
人
も
組
織
も
地
域
も
、
そ
の
渦
中

で
、
あ
る
者
は
進
む
方
向
を
見
失
い
、
あ
る
者
は
立
ち
止

ま
っ
て
思
案
し
、
あ
る
者
は
変
化
に
向
き
合
い
新
た
な
枠

組
み
づ
く
り
を
模
索
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
未
来
を
左
右

す
る
最
も
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
は
何
か
と
い
え
ば
、
地
域

を
つ
く
り
な
お
す
土
壌
を
耕た

が
や

す
、
地
域
に
根
ざ
し
た
横
断

的
な
学
び
の
仕
組
み
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

か
つ
て
高
度
経
済
成
長
を
実
現
し
た
時
代
は
、
直
線
的

で
均
質
な
発
展
を
是ぜ

と
し
、
学
び
の
形
式
も
上
か
ら
下
へ
、

一
方
向
の
知
の
授
受
だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
求
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、
内う

ち

と
外
、
自
己
と
他
者
が
、
相
互
に
影
響
し

合
い
な
が
ら
、
再
帰
的
な
軌
跡
を
た
ど
っ
て
成
長
し
て
い

く
、
循
環
型
の
学
び
の
モ
デ
ル
だ
（
図
1
）。

学
術
研
究
の
分
野
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
行
政
や
ビ
ジ

ネ
ス
を
は
じ
め
実
践
分
野
で
も
、
新
た
な
学
び
の
方
法
論

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
質
的
研
究
」
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
改
め
て
関
心
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
、『
新
版 
質
的
研
究
入
門
―
―
〈
人
間
の
科

学
〉
の
た
め
の
方
法
論
』［
＊
1
］
で
は
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

私
た
ち
が
生
き
る
世
界
の
多
元
化
が
進
ん
で
い
る
。

そ
の
中
で
既
存
の
考
え
方
や
理
論
が
ま
す
ま
す
通
用
し

な
く
な
っ
て
い
る
。
複
雑
さ
を
増
す
社
会
の
さ
ま
ざ
ま

な
関
係
性
を
と
き
ほ
ぐ
す
上
で
、
質
的
研
究
に
特
別
の

意
義
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
唱
導
者
た
ち
は
、
大
き
な
ナ

ラ
テ
ィ
ブ
（
物
語
／
語
り
）
と
理
論
の
時
代
は
も
は
や

終
わ
っ
た
と
宣
言
し
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
限
定
つ
き
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
こ
そ
必
要
だ
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
に
関
わ
る
事
象
は
、
そ
れ
が

起
こ
る
地
域
、
時
間
、
状
況
と
い
っ
た
特
殊
な
影
響
を

強
く
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
や
個
人
化
等
の
流
れ
そ
の
も

の
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
生

じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
は
克
服
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
新
た
な
問
題
解
決
の
現
場
で
は
、
一
方
向
の
理

論
は
通
用
し
な
い
。
む
し
ろ
、
個
別
で
ロ
ー
カ
ル
な
時

間
・
空
間
の
文
脈
や
出
来
事
や
分
野
や
立
場
を
超
え
た

人
々
の
関
係
性
の
な
か
に
こ
そ
、
持
続
可
能
な
未
来
を
切

り
拓ひ

ら

い
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
が
あ
る
。
答
え
は
ひ
と

つ
で
は
な
く
、
変
化
す
る
状
況
に
応
じ
て
、
柔
軟
に
修
正

を
か
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
学
び
の
あ
り
方
こ
そ
注
目

に
値
す
る
。

こ
う
し
た
見
取
り
図
を
持
ち
、
な
ぜ
今
、
地
域
と
い
う

フ
レ
ー
ム
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
そ
こ
で
、
学

び
と
い
う
営
み
が
重
視
さ
れ
る
の
か
、
互
い
に
問
い
な
お

す
ま
な
ざ
し
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
足
元
に
広
が
る
地

方
が
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
、
も
っ
と
も
肝
心
な
こ
と
は
、
地
域
に
お
け
る
新
た

な
問
題
解
決
と
価
値
創
造
の
基
盤
と
な
る
、
知
の
共
同
化

の
回
路
を
い
か
に
日
常
の
な
か
に
組
み
込
む
か
だ
。

そ
こ
で
鍵
と
な
る
の
は
、
ま
ず
目
の
前
に
あ
る
地
域
の

様
相
を
、
関
係
性
が
生
み
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て
感

受
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
貫
い
て

地
域
を
俯ふ

瞰か
ん

す
る
視
点
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な

る
世
代
や
多
様
な
ル
ー
ツ
、
新
旧
住
民
や
地
域
内
外
か
ら
、

立
場
や
分
野
を
横
断
す
る
、
参
加
と
協
働
の
ル
ー
ト
を
開

く
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
筆
者
は
C
E
L
に
お

け
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
研
究
の
一
環
と
し
て
、

大
阪
・
上う

え

町ま
ち

台
地
界
隈
で
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ト
ラ
イ
ア
ル
を

重
ね
て
き
た
。
実
践
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
、
現
在
・
過

去
・
未
来
を
貫
く
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
な
り
、
異
な
る

者
の
関
係
性
を
起
動
す
る
可
能
性
を
持
つ
、
地
域
資
源

（
地
域
の
特
性
を
物
語
る
、
自
然
、
建
築
・
街
並
み
、
生
業
、
産

物
、
人
・
組
織
、
祭
事
、
風
習
な
ど
）
の
役
割
に
注
目
し
た
。

知
の
共
同
化
の
回
路
を
地
域
に
組
み
込
む
方
法
論
を
模
索

し
て
、
C
E
L
が
地
域
の
方
々
と
緩
や
か
に
連
携
し
、

具
体
的
な
ト
ラ
イ
ア
ル
を
展
開
し
て
き
た
の
が
、「
U
‒

C
o
R
o
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」［
＊
2
］
で
あ
る
。

多
様
性
と
再
帰
性
の
フ
ィ
ー
ル
ド

―
―
上
町
台
地
が
持
つ
意
味

知
の
共
同
化
を
射
程
に
集
合
的
な
記
憶
や
創
造
的
規
範

の
共
有
を
可
能
に
し
て
い
く
た
め
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
や
場
の
あ
り
方
に
つ
い
て
試
行
を
重
ね

た
U
‒
C
o
R
o
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
第
1
ス
テ
ッ
プ
、
第

2
ス
テ
ッ
プ
の
取
り
組
み
の
概
要
を
紹
介
す
る
前
に
、

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の
上
町
台
地
界
隈
が
持
つ
意
味
に
つ

い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

■図1：社会に生じるさまざまな出来事と個人・集団の関係性の変革

域
は
、
新
た
な
問
題
解
決
と
価
値
創
造
の
沃よ

く

野や

へ
と
変

わ
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

知
の
共
同
化
が
求
め
ら
れ
る
時
代

―
―
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ト
ラ
イ
ア
ル
へ

社
会
の
最
前
線
で
試
さ
れ
て
い
る
研
究
手
法
の
ひ
と
つ

に
「
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
」
が
あ
る
。
社
会
的
課
題
の

解
決
を
目
的
と
し
、
課
題
に
関
わ
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

と
研
究
者
が
協
働
し
、
相
互
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
、
解

決
へ
の
創
造
的
な
力
を
発
揮
し
て
い
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
研
究
者
の
側
か
ら
捉
え
る
と
、
文
理
が
融
合

し
た
社
会
技
術
の
実
装
化
の
た
め
の
方
法
論
と
し
て
の
意

義
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
地
域
と
い
う

フ
ィ
ー
ル
ド
の
側
か
ら
捉
え
な
お
し
て
み
る
と
、
ア
ク

シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
が
起
動
す
る
た
め
の
回
路
が
埋
め
込
ま

れ
た
地
域
の
基
盤
の
あ
り
様
こ
そ
重
要
で
は
な
い
か
と
い

う
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
地

域
の
基
盤
と
は
、
前
述
の
再
帰
的
な
学
び
と
問
題
解
決
の

あ
り
方
を
築
く
基
盤
＝
「
知
の
共
同
化
」
の
回
路
と
言
い

換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
の
ド
ラ
イ
ブ
は
、
か
つ
て
容

易
に
つ
な
が
り
得
な
か
っ
た
も
の
を
つ
な
ぎ
、
自
由
と
便

益
の
拡
大
と
裏
腹
に
、
個
々
の
生
活
や
地
域
・
社
会
を
い

と
も
た
や
す
く
容
赦
な
く
揺
る
が
す
、
予
測
が
困
難
な
リ

ス
ク
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
同
時
に
、
階
層
格
差
が
広
が

り
、
成
長
社
会
の
規
範
を
支
え
て
き
た
中
間
層
が
弱
体
化

し
、
二
極
化
が
加
速
す
る
。
世
代
を
超
え
た
貧
困
の
連
鎖

は
、
階
層
間
の
憎
悪
に
結
び
つ
き
や
す
く
、
社
会
の
不
安

定
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

異
文
化
・
階
層
の
衝
突
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
断

絶
・
孤
立
を
防
ぎ
、
格
差
を
緩
和
し
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
、
人
と
人
、
人
と
ま
ち
の
交

わ
り
を
豊
か
に
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
の
あ
り

上
町
台
地
は
、
地
形
的
に
も
歴
史
的
に
も
大
阪
の
背
骨

と
い
う
べ
き
場
所
で
あ
る
（
図
2
・
図
3
）。
大
阪
城
付
近
を

北
端
に
、
大
阪
市
内
中
心
部
を
南
北
に
貫
く
洪
積
台
地
で
、

古
く
は
海
の
中
に
突
き
出
し
た
半
島
状
の
陸
地
だ
っ
た
。

地
政
学
的
に
内
外
を
結
ぶ
政
治
・
経
済
の
拠
点
と
し
て
、

古
代
に
は
四
天
王
寺
や
難
波
宮
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
か

け
て
は
本
願
寺
や
大
坂
城
、
寺
町
が
築
か
れ
る
な
ど
、
日

個

集団

社会

社
会
の
枠
組
み
が
変
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
集
積
す
る
な
か
、

持
続
可
能
な
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

過
去
か
ら
の
歴
史
が
埋
め
込
ま
れ
、
社
会
を
つ
く
る
基
盤
で
あ
る
地
域
に
着
目
し
、

問
題
に
応
え
う
る
学
び
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

大
阪
・
上
町
台
地
で
の
ト
ラ
イ
ア
ル〝
U‒
C
o
R
o
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〟の
実
践
を
も
と
に
探
る
。

過
去・現
在・
未
来
を
貫
い
て
、

知
の
共
同
化
の
回
路
を
地
域・社
会
に
組
み
込
む

―
―
大
阪
・上
町
台
地
界
隈
で
の
実
践
か
ら

弘
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香
里

H
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ひ
ろ
も
と
・
ゆ
か
り

1
9
6
1
年
生
ま
れ
。
住
宅
建
築
専
門
誌
『
新
住
宅
』
編
集
員
等
を
経

て
、
1
9
9
2
年
か
ら
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所

（
C
E
L
）
客
員
研
究
員
、
2
0
1
0
年
か
ら
同
特
任
研
究
員
。『
上
町

台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』
の
発
行
を
は
じ
め
、
生
活
・
文
化
の
視
点
か
ら
、

都
市
居
住
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
的
発
展
に
つ
な
が
る
情
報
発
信
等

に
取
り
組
む
。
共
著
に
『
大
阪 

新
・
長
屋
暮
ら
し
の
す
す
め
』（
創
元

社
）、『
地
域
を
活
か
す
つ
な
が
り
の
デ
ザ
イ
ン
―
―
大
阪
・
上
町
台
地

の
現
場
か
ら
』（
創
元
社
）
な
ど
。
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■図2：大阪湾に半島状の上町台地が形成された

■図3：激しい歴史の転変を物語る資源が集積する［＊4］
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資
源
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
見
・
活
用
・
再
編

地域の力

● 地域に暮らす自覚と
	 愛着を育む力

● 災害リスクに思いを
 馳せて備える力

● 子どもの育ちを
支える力

● 単身世帯や高齢者の
 孤立を防ぐ力

● マイノリティを
包摂する力

● 過去に学び未来を
思う力

まつり

減災

食・農

学び・遊び

ものづくり

コミュニティグリーン

水脈

ほか

テーマ  2

多世代・多文化共生

テーマ  3

減災文化の創造

テーマ  4

自然・環境の再生

テーマ  1

地域文化の再発見

約7,000〜6,000年前
（縄文時代）

約1,800〜1,600年前
（古墳時代）

こ
う
し
た
地
域
資
源
の
再
生
・
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

過
去
と
現
在
、
新
と
旧
、
自
己
と
他
者
、
ホ
ー
ム
と
ア

ウ
ェ
イ
と
い
っ
た
対
照
関
係
に
あ
る
も
の
の
交
わ
り
を
促

進
し
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
生
じ
な
が
ら
も
、
長
期
的
に
は

地
域
に
潜
在
す
る
課
題
の
気
づ
き
や
解
決
へ
の
力
を
涵か

ん

養よ
う

す
る
可
能
性
を
宿
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
ク
ロ
な
社
会

構
造
が
引
き
起
こ
す
ミ
ク
ロ
な
問
題
群
に
対
し
て
、
ロ
ー

カ
ル
な
時
間
的
・
空
間
的
文
脈
の
な
か
で
、
解
決
ヘ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
起
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

多
様
性
と
再
帰
性
と
い
う
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
形
づ

く
っ
て
い
く
上
で
不
可
欠
の
要
素
を
、
履
歴
と
し
て
ふ
ん

だ
ん
に
宿
し
て
い
る
こ
と
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の
上

町
台
地
界
隈
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
多
様
性
の
切
り
口

の
多
さ
は
、
他
地
域
へ
の
波
及
の
可
能
性
の
大
き
さ
を
表

し
、
地
域
に
埋
め
込
ま
れ
た
再
帰
的
な
変
化
の
足
跡
は
過

去
に
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
学
ぶ
手
が
か
り
と
な
る
。

代
へ
、
一
直
線
に
発
展
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
再
帰
的
な

変
化
を
循
環
さ
せ
な
が
ら
生
き
続
け
て
き
た
地
域
で
あ
る

こ
と
も
わ
か
る
。

現
在
に
目
を
向
け
れ
ば
、
高
齢
化
や
世
帯
の
小
規
模
化
、

マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
者
の
急
増
な
ど
を
背
景
に
、
潜
在
す
る

居
住
者
の
孤
立
化
や
、
災
害
リ
ス
ク
の
広
が
り
、
地
域
自

治
活
動
の
担
い
手
の
ひ
っ
迫
、
伝
統
的
な
行
事
等
の
継
承

の
難
し
さ
な
ど
、
他
地
域
と
共
通
す
る
課
題
の
数
々
が
見

ら
れ
る
。

一
方
で
、
多
様
な
地
域
資
源
を
再
生
・
活
用
す
る
動
き

も
目
立
つ
。
た
と
え
ば
、
空か

ら

堀ほ
り

界
隈
の
街
区
に
残
る
戦
災

を
免
れ
た
長
屋
等
の
再
生
、
玉
造
界
隈
の
伝
統
野
菜
・
玉た

ま

造つ
く
り

黒く
ろ

門も
ん

越し
ろ

瓜う
り

の
復
興
、
寺
院
や
神
社
を
舞
台
に
し
た
文

化
活
動
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
サ
ポ
ー
ト
、
新
た
な
ま
つ
り

の
数
々
も
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
で
の

多
文
化
共
生
の
取
り
組
み
や
、
次
世
代
と
社
会
を
接
続
す

る
学
習
支
援
を
は
じ
め
多
彩
な
人
的
交
流
も
見
ら
れ
る
。

本
史
を
裏
付
け
る
資
源
が
集
積
し
て
い
る
。
ま
た
、
熊

野
・
伊
勢
あ
る
い
は
四
国
に
至
る
巡
礼
の
発
着
地
と
し
て
、

衆
生
の
往
来
を
受
け
止
め
る
場
で
も
あ
っ
た
。
近
世
に
は

台
地
の
西
に
開
か
れ
た
商
都
大
坂
の
輪
郭
を
際
立
た
せ
、

多
様
な
知
を
惹
き
つ
け
異
文
化
を
包
摂
す
る
バ
ッ
フ
ァ
ー

ゾ
ー
ン
と
し
て
の
役
割
を
発
揮
し
た
。
近
代
に
入
る
と
、

大
阪
城
を
核
に
軍
都
が
形
成
さ
れ
、
砲
兵
工こ

う

廠し
よ
う

を
中
心
に

工
都
と
し
て
の
繁
栄
を
牽
引
し
た
。
各
地
か
ら
労
働
者
を

集
め
、台
地
の
東
や
南
や
北
に
広
が
る
沃
野
も
「
大
大
阪
」

に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
台
地
上
に
は
多
く
の
学
校
や

医
療
・
福
祉
施
設
等
も
集
積
し
て
い
る
。
激
し
い
戦
災
も

被
っ
た
が
、
現
在
も
都
心
居
住
の
人
気
を
集
め
る
エ
リ
ア

で
あ
る
。
大
阪
ガ
ス
の
実
験
集
合
住
宅
N
E
X
T
21
も
、

こ
の
台
地
の
中
心
部
に
立
地
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
歴
史
の
転
変
は
、
上
町
台
地
が
日
本
屈
指
の

時
間
的
・
空
間
的
多
様
性
を
内
包
し
た
地
域
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
俯
瞰
す
れ
ば
、
古
代
か
ら
現

U-

Co
R
o
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

―
―
知
の
共
同
化
の
回
路
を
探
る

●
第
1
ス
テ
ッ
プ

人
と
人
、
人
と
ま
ち
を
つ
な
ぐ
コ
ン
テ
ン
ツ
を
共
有
す
る

U
‒
C
o
R
o
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
1
ス
テ
ッ
プ（
2
0
0
7

〜
2
0
1
2
年
）
で
は
、
上
町
台
地
に
立
地
す
る
大
阪
ガ
ス

実
験
集
合
住
宅
N
E
X
T
21
の
1
階
に
ウ
ィ
ン
ド
ウ
展
示

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
地
域
の
物
語
と
し
て
の
コ
ン
テ
ン
ツ

天満橋駅

※点線は現在の市街略
図を指す。地名等も、
現在のもの［＊3］。

谷町四丁目駅

大阪城

難波宮跡

NEXT21

四天王寺

谷町六丁目駅

鶴橋駅

桃谷駅

松屋町駅

寺田町駅

大阪上本町駅

谷町九丁目駅

森ノ宮駅

玉造駅

大阪城公園駅

大阪ビジネスパーク駅

天王寺駅

大阪阿部野橋駅

空掘界隈
玉造界隈

生野
コリアタウン

界隈
四天王寺前
夕陽ケ丘駅

天王寺七坂
界隈

■図4：U-CoRoプロジェクト第1ステップの構図

を
、
地
域
の
方
々
と
と
も
に
創
り
上
げ
、
伝
え
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
人
々
の
交
流
を
促
し
、
新
た
な
関
係

性
を
紡
い
で
い
く
実
践
を
重
ね
た
［
＊
2
］。
波
及
効
果
と
し

て
、
地
域
の
幅
広
い
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
な
か
に
、
減
災

へ
の
取
り
組
み
を
は
じ
め
、
新
た
な
気
づ
き
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
活
か
し
た
実
践
が
連
鎖
的
に
生
ま
れ
て
い
く
動
き
が

見
ら
れ
た
。

第
1
ス
テ
ッ
プ
の
手
法
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
4
つ
の

基
本
テ
ー
マ
、
①
地
域
文
化
の
再
発
見
、
②
多
世
代
・
多

文
化
共
生
、
③
減
災
文
化
の
創
造
、
④
自
然
・
環
境
の
再

生
を
軸
に
コ
ン
テ
ン
ツ
を
構
成
し
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
展
示
と

関
連
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
交
流
イ
ベ
ン
ト
等
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
展
開
す
る
。
こ
の
、
地
域
の
物
語
と
し
て
の
コ

ン
テ
ン
ツ
へ
の
関
わ
り
を
、
人
と
人
、
人
と
地
域
の
つ
な

が
り
を
育
む
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
い
く
。

2
0
0
7
年
か
ら
2
0
1
2
年
の
5
年
間
に
、「
ま
つ

り
」「
子
ど
も
と
遊
び
」「
い
の
ち
を
ま
も
る
智
恵
」「
伝

統
野
菜
」「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
グ
リ
ー
ン
」「
も
の
づ
く
り
」

「
水
の
縁
」
な
ど
、 

15
の
物
語
と
し
て
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を

地
域
の
方
々
と
と
も
に
展
開
し
た
。

第
1
ス
テ
ッ
プ
の
実
践
を
通
じ
て
、
い
く
つ
か
の
可
能

性
が
見
え
て
き
た
。
コ
ン
テ
ン
ツ
提
供
へ
の
能
動
的
な
関

わ
り
を
可
能
に
す
る
テ
ー
マ
設
定
に
よ
っ
て
、
地
域
に
対

す
る
関
心
の
幅
が
広
が
り
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
属

性
の
枠
を
超
え
た
重
層
的
な
交
流
や
活
動
の
兆き

ざ

し
が
見
え

て
く
る
こ
と
。
ま
た
、
潜
在
す
る
地
域
課
題
に
対
し
て
、

地
域
外
の
専
門
家
等
の
ま
な
ざ
し
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
暮
ら
し
と
地
域
へ
の
問
い
が
立
ち
上
が
り
、
ロ
ー

カ
ル
な
時
間
的
・
空
間
的
文
脈
に
根
ざ
し
た
創
造
的
な
問

題
解
決
と
価
値
創
造
の
回
路
が
育
ま
れ
て
い
く
こ
と
。

個
々
の
経
験
を
共
有
で
き
る
仕
掛
け
を
介
し
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
実
感
が
、
地
域
に
暮
ら
す
実
感
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー

イ
ン
グ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
手
ご
た
え
と
と
も
に
、
多
様

性
の
獲
得
と
共
有
が
、
自
ら
と
地
域
へ
の
再
帰
的
な
問
い

と
実
践
を
誘
発
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
図
4
）。

●
第
2
ス
テ
ッ
プ　

過
去
・
現
在
・
未
来
を
貫
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
共
有
す
る

U
‒
C
o
R
o
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
2
ス
テ
ッ
プ（
2
0
1
3

年
〜
）
で
は
、
第
1
ス
テ
ッ
プ
で
築
い
た
関
係
性
を
基
盤

に
、
地
域
の
方
々
の
記
憶
・
体
験
と
、
博
物
館
・
図
書
館

や
個
人
の
元
で
眠
っ
て
い
る
資
料
等
を
掘
り
起
こ
し
、
重

ね
合
わ
せ
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
貫
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト

を
捉
え
な
お
す
試
み
を
軸
に
据
え
て
い
る
［
＊
2
］。
ミ
ク

ロ
な
紙
媒
体
「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
」
を
発
行
し
、

地
域
の
協
力
者
に
よ
る
掲
示
や
配
布
に
よ
っ
て
、
手
か
ら

手
へ
、
街
角
の
ミ
ク
ロ
な
関
係
性
を
媒
介
す
る
性
格
を
付

与
し
て
い
る
。

第
2
ス
テ
ッ
プ
の
大
き
な
枠
組
み
の
変
化
は
、

N
E
X
T
21
か
ら
ま
ち
な
か
へ
、
ミ
ク
ロ
な
発
信
場
所
の

多
極
化
・
分
散
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
リ
ア
ル

な
生
活
の
場
へ
の
接
近
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
重
層
す
る
歴
史
の
な
か
で
地
域
に
埋
め
込
ま

れ
て
き
た
再
帰
的
な
思
考
と
変
化
の
軌
跡
に
学
ぶ
た
め
に
、

地
域
文
化
の
耕
し
の
深
化
に
力
を
注
い
で
い
る
。

地
域
の
価
値
や
課
題
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
や
経
緯
を
た
ど
っ
て
生
ま
れ
、

現
在
の
状
況
が
あ
る
の
か
を
俯
瞰
し
、
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
。
連
続
的
な
視
野
の
中
で
地
域
と
自
他
の
関
係
性
を

認
識
で
き
た
と
き
、
初
め
て
再
帰
的
な
問
い
が
立
ち
上
が

り
、
価
値
の
発
展
的
な
継
承
や
課
題
解
決
の
方
向
性
を
見

出
し
、
未
来
を
展
望
し
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
考
え
の
も
と
に
、「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム

ズ
」
を
梃て

子こ

に
、
地
域
資
源
の
掘
り
起
し
と
巻
き
込
み
の

重
層
化
を
め
ざ
し
て
、
4
段
階
の
取
り
組
み
を
展
開
し
て
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台
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2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

1

「上町台地 今昔タイムズ」の
発行（年2回）を通した、過去・
現在・未来、暮らし（記憶・体験）

と歴史資料の接続

2

「上町台地 今昔フォーラム」
の開催（年2回）を通した、ネッ
トワーク形成と情報共有の場
づくり

3

「上町台地 今昔フォーラム ド
キュメント」の発行（年2回）を
通した、資料・証言・知見の
記録と社会へのフィードバック

4

玉造黒門越瓜“ツルつなぎ ”
プロジェクトを通した生活文
化の醸成と顔の見える関係、
共感の土壌づくり

毎年4 〜 8月にかけて、 
玉造黒門越瓜の、
栽培・料理の持ち寄り・交流・

「しろうりnews」を介した、
地域住民から専門家まで、
多様な立場・分野の
ネットワーク形成と情報共有

い
る
。
①
「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
」
に
よ
る
、
過

去
・
現
在
・
未
来
、
暮
ら
し
（
記
憶
・
体
験
）
と
歴
史
資
料

の
接
続
、
②
「
上
町
台
地 

今
昔
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
よ
る
、

市
民
の
知
と
専
門
家
の
知
の
水
平
な
接
続
と
視
点
・
論

点
・
情
報
共
有
の
場
づ
く
り
、
③
「
上
町
台
地 

今
昔

フ
ォ
ー
ラ
ム 

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
に
よ
る
、
資
料
・
証
言
・

知
見
の
記
録
と
社
会
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、
④
地
野
菜
・

玉
造
黒
門
越
瓜
〝
ツ
ル
つ
な
ぎ
〟
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
、

し
ろ
う
り
の
栽
培
と
し
ろ
う
り
料
理
の
集
い
を
通
し
た
生

活
文
化
の
醸
成
と
、
分
野
や
立
場
を
横
断
す
る
共
感
の
土

壌
づ
く
り
。
①
〜
③
は
相
互
補
完
的
な
関
係
性
に
よ
っ
て

知
の
共
同
化
の
幅
を
広
げ
、
④
は
①
〜
③
の
苗
床
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
①
〜
④
が
連
動
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
地
域
住
民
（
新
旧
）、
地
域
活
動
団
体
（
地
縁
型
・

テ
ー
マ
型
）、
地
域
商
業
者
・
企
業
、
社
寺
、
学
校
・
幼
稚

園
、
研
究
者
・
専
門
家
、
メ
デ
ィ
ア
、
博
物
館
・
図
書
館
、

行
政
、
他
地
域
住
民
、
他
地
域
活
動
団
体
等
、
多
様
な
属

性
と
背
景
を
持
つ
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
対
等
に
出
会
い
交
わ
る

関
係
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
（
図
5
）。

「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
」

―
―
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
可
視
化

「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
」
第
1
号
（
2
0
1
3
年
秋
・

冬
号
）
か
ら
第
10
号
（
2
0
1
8
年
春
・
夏
号
）
で
、
可
視
化

し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
俯
瞰
的
に
ざ
っ
と
眺
め
て
み
よ
う
。

第
1
号
「
鉄
道
史
か
ら
垣
間
見
え
る
、
近
現
代
・
大
阪

で
の
都
市
拡
大
」
で
は
、
近
代
の
鉄
道
網
の
発
達
と
と
も

に
、
急
激
に
進
ん
だ
都
市
の
拡
大
が
、
地
域
を
ど
う
変
え

て
い
っ
た
の
か
に
迫
っ
た
。
マ
ク
ロ
な
都
市
化
の
視
点
と

ミ
ク
ロ
な
生
活
実
感
の
視
点
を
接
続
し
、
果
て
し
な
く
拡

張
し
て
い
っ
た
市
街
地
の
変
遷
の
プ
ロ
セ
ス
を
リ
ア
ル
な

経
験
知
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

第
2
号
「
浪な

に

わ花
の
町
衆
が
親
し
ん
で
き
た　

近
郊
の
豊

か
な
自
然
と
雄
大
な
景
観
」
で
は
、
都
市
と
農
村
の
機
能

分
担
と
濃
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

た
近
世
・
近
代
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
、
当
時
の
行
楽
地
・

景
勝
地
の
位
置
を
た
ど
り
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
。

第
3
号
「
な
じ
み
・
行
き
つ
け
・
御ご

用よ
う

達た
し 

百
貨
店
・

商
店
街
と
の
思
い
出
か
ら
垣
間
見
る　

暮
ら
し
と
つ
な
が

り
の
変
化
」
で
は
、
ま
ち
な
か
の
百
貨
店
・
商
店
街
も
、

人
と
人
、
人
と
地
域
の
文
化
を
つ
な
ぐ
場
で
あ
っ
た
こ
と

を
、
ま
ち
な
か
暮
ら
し
と
買
い
物
に
ま
つ
わ
る
数
々
の
証

言
か
ら
描
き
出
し
た
。

第
4
号
「
文
画
人
・
堤つ

つ
み

楢な
ら

次じ

郎ろ
う

が
見
つ
め
た
大
阪　

上

町
台
地
を
か
た
ど
っ
た
水
辺
の
風
景
と
土
地
の
記
憶
」
で

は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
豊
か
な
田
園
風
景

が
住
宅
と
工
場
が
建
ち
並
ぶ
ま
ち
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て

い
っ
た
「
大
大
阪
」
時
代
、
そ
の
記
録
に
努
め
た
楢
次
郎

の
作
品
世
界
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
人
口
減
少
期
に
入
っ

た
都
市
の
未
来
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
。

第
5
号
「
思
い
出
の
映
画
館
と
身
近
な
ま
ち
の
戦
前
・

戦
後
」
で
は
、「
大
大
阪
」
時
代
、
空
前
の
市
街
地
開
発

と
賑
わ
い
の
前
線
で
、
暮
ら
し
の
す
ぐ
そ
ば
に
、
欠
か
せ

な
い
娯
楽
の
場
・
映
画
館
が
開
か
れ
て
い
っ
た
様
子
に

迫
っ
た
。
身
近
な
ま
ち
の
映
画
館
の
盛
衰
を
た
ど
り
、
埋

も
れ
て
い
た
資
料
を
掘
り
起
こ
し
、
戦
前
・
戦
後
の
失
わ

れ
か
け
た
地
域
の
生
活
史
に
光
を
当
て
た
。

第
6
号
「
昔
も
今
も
な
に
わ
名
物
『
玉
造
黒
門
越
瓜
』

物
語
」（
図
6
）
で
は
、
2
0
0
2
年
に
玉
造
の
地
に
戻
っ

て
き
た
、
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
・
玉
造
黒
門
越
瓜
の
縁
起

を
さ
か
の
ぼ
り
、
豊
臣
期
大
坂
か
ら
徳
川
期
大
坂
へ
の
政

権
交
代
に
よ
る
土
地
利
用
の
変
化
や
、
奈
良
・
伊
勢
へ
の

出
入
り
口
に
位
置
す
る
地
の
利
が
生
ん
だ
ド
ラ
マ
に
迫
り
、

食
と
農
と
暮
ら
し
の
関
係
性
の
今
後
を
展
望
し
た
。

第
7
号
「
伝
説
の
生い

く

玉た
ま

人
形
と
た
ど
る　

も
の
づ
く
り

と
文
化
の
原
風
景
」（
図
7
）
で
は
、
上
町
台
地
で
今
に
つ

な
が
る
も
の
づ
く
り
の
源
流
か
ら
、
芸
能
と
も
の
づ
く
り

の
申
し
子
と
も
い
う
べ
き
「
生
玉
人
形
」
を
は
じ
め
、
郷

土
玩
具
の
数
々
を
生
ん
だ
風
土
に
、
創
造
都
市
・
大
阪
の

原
風
景
と
将
来
像
を
重
ね
た
。

第
8
号
「
有う

為い

転て
ん

変ぺ
ん

、
世
情
に
よ
り
そ
い
願
い
を
映
し

よ
み
が
え
る
お
地
蔵
さ
ん
と
ま
ち
の
暮
ら
し
の
縁
起
」
で

は
、
お
地
蔵
さ
ん
の
習
俗
・
文
化
を
た
ど
り
、
幾
多
の
時

代
の
荒
波
を
被
り
な
が
ら
よ
み
が
え
り
続
け
る
姿
を
追
い
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
担
保
す
る
知
恵
に

迫
っ
た
。

第
9
号
「
は
じ
ま
り
は
上
町
台
地
〝
知
〟
を
運
ぶ　

本
の
ま
ち
・
大
阪
の
軌
跡
を
た
ど
る
」
で
は
、
古
代
・
世

界
に
開
か
れ
た
最
先
端
の
〝
知
〟
の
港
に
始
ま
り
、
近

世
・
近
代
に
は
時
代
に
先
駆
け
た
〝
知
〟
の
開
拓
者
や
媒

体
を
生
み
出
し
た
ま
ち
・
大
阪
を
振
り
返
り
、
そ
の
原

■図5：U-CoRoプロジェクト第2ステップの組み立て
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自然・地形・地理

社会インフラ

社会・経済・
文化システム

住宅・建築・
街並み

生業・
生活文化

過
去
・
現
在
・
未
来
を
貫
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
可
視
化
と
共
有

地
域
を
形
づ
く
る
条
件
・
要
素
を

連
続
的
に
捉
え
な
お
し
、

軋
み
と
潜
在
価
値
を
浮
き
彫
り
に

知の共同化 知のモード化

プ
レ
イ
ヤ
ー
の
新
た
な
関
係
性
の
構
築

多
様
な
人
々
の

参
加
・
協
働

事
業
の

再
定
義

資
源
の
価
値
の

再
発
見

知の再起動
人

組織

人

人

組織

人

組織

人

人

組織

無
形
の
記
憶

有
形
の
モ
ノ

場

生
活
文
化
の

再
構
築
と
循
環

生
業
・
産
業
の

再
構
築
と
循
環

点
・
上
町
台
地
か
ら
こ
れ
か
ら
の
あ
り
姿
を
問
う
て
い
る
。

第
10
号
「
稀
代
の
な
に
わ
名
所
案
内
人  

暁
あ
か
つ
き

鐘か
ね

成な
り

と

再
び
め
ぐ
る
上
町
台
地  

食
が
結
ぶ
高
低
・
聖
俗
交
わ
り

の
風
土
」
で
は
、
幕
末
・
大
坂
の
博
覧
強
記
の
絵
師
・
戯げ

作さ
く

者し
や

〝
暁
鐘
成
〟
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
、
人
と
風
土
、

人
と
人
が
交
わ
る
モ
ー
ド
と
し
て
の
「
食
」（
名
物
・
名
所
）

と
都
市
の
関
係
性
を
読
み
解
き
、
今
、
改
め
て
都
市
が
必

要
と
す
る
機
能
を
掘
り
起
こ
す
機
会
と
し
た
。

新
た
な
視
座
と
ベ
ク
ト
ル

―
―
地
域
・
社
会
の
構
造
を
貫
く

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
可
視
化
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
認
識
を
新
た
に
し
た
視
座
が
あ
る
。
地
域
・
社

会
を
形
成
し
て
い
く
過
程
で
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
な
が

ら
、
今
や
日
常
生
活
の
な
か
で
も
、
ま
ち
づ
く
り
の
な
か

で
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
な
か
で
も
、
意
識
の
外
に
置
か
れ
て

注＊
１	

『
新
版 

質
的
研
究
入
門
―
―
〈
人
間
の
科
学
〉
の
た
め
の
方
法
論
』（
ウ
ヴ
ェ
・

フ
リ
ッ
ク
著
、
小
田
博
志
監
訳
、
２
０
１
１
年
、
春
秋
社
）
13
～
14
頁
。

＊
２	

U
︲
C
o
R
o
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
第
１
ス
テ
ッ
プ
お
よ
び
第
２
ス
テ
ッ
プ
）

は
、
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
が
主
催
し
、
U
︲
C
o
R
o

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
ー
キ
ン
グ
が
企
画
・
編
集
に
当
た
っ
て
い
る
。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
詳
細
、
発
行
物
等
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
。

http://w
w
w
.og-cel.jp/project/ucoro/index.htm

l

＊
3	

『
続
大
阪
平
野
発
達
史
』（
梶
山
彦
太
郎
、
市
原
実
、
１
９
８
５
年
、
古
文
物

学
研
究
会
）
の
資
料
ほ
か
を
も
と
に
作
成

＊
4	

U
︲
C
o
R
o
ウ
ィ
ン
ド
ウ
・
エ
キ
シ
ビ
シ
ョ
ン
06
で
制
作
し
た
立
体
模
型
。

土
地
の
起
伏
を
強
調
し
て
表
現
し
て
い
る
。

＊
5	

岡
田
憲
夫
氏
が
『
地
域
（
マ
チ
）
復
興
の
た
め
の
ゼ
ロ
か
ら
の
挑
戦
と
実
践

シ
ス
テ
ム
理
論　

ひ
と
り
か
ら
始
め
る
事
起
こ
し
の
す
す
め
―
―
鳥
取
県
智

頭
（
ち
ず
）
町
30
年
の
地
域
経
営
モ
デ
ル
』（
２
０
１
５
年
、
関
西
学
院
大

学
出
版
会
）
42
頁
で
、「
五
層
モ
デ
ル
に
見
立
て
た
「
生
き
た
地
域
」
の
複

層
基
盤
の
構
造
」
と
し
て
示
し
て
い
る
「
基
（
第
一
）
層
＝
自
然
環
境
」「
第

二
層
＝
社
会
環
境
」「
第
三
層
＝
社
会
基
盤
」「
第
四
層
＝
建
築
空
間
・
土
地

利
用
」「
第
五
（
最
上
）
層
＝
生
活
・
活
動
」
を
参
考
に
し
て
い
る
。

を
支
え
る
要
素
を
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関

係
性
の
軋き

し

み
を
発
見
し
、
潜
在
し
て
い
る
新
た
な
価
値
を

引
き
出
し
、
関
係
の
あ
り
方
を
組
み
立
て
な
お
し
て
い
く

こ
と
を
意
味
す
る
。
多
様
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
参
加
と
協
働

を
重
視
す
る
こ
と
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
連
続
的
に

捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係
性
を
健
全
化
・
活
性
化
し

て
い
く
こ
と
に
通
じ
る
。

ま
た
、
関
係
す
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
多
様
性
と
と
も
に
、

プ
レ
イ
ヤ
ー
の
関
心
と
意
識
の
ベ
ク
ト
ル
、
方
向
性
と
量

（
動
き
）
が
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

「
過
去
」
─
「
未
来
」
を
横
軸
と
し
て
、
縦
軸
に
「
共
」

─
「
私
」、「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
─
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
」、「
リ
ア

ル
」
─
「
バ
ー
チ
ャ
ル
」
と
い
っ
た
軸
を
設
定
し
て
み
よ
う
。

多
様
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
、
現
在
立
っ
て
い
る
位
置
、
過
去

に
生
き
て
い
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
が
立
っ
て
い
た
位
置
、

未
来
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
が
立
つ
か
も
し
れ
な
い
位
置
、

■図7：今昔タイムズ 第7号■図8：知の共同化の方法論＝地域をつくりなおすメカニズム

し
ま
っ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

地
域
・
社
会
を
形
づ
く
っ
て
い
る
要
素
、
た
と
え
ば

「
自
然
・
地
形
・
地
理
」、「
社
会
イ
ン
フ
ラ
」、「
社
会
・

経
済
・
文
化
シ
ス
テ
ム
」、「
住
宅
・
建
築
・
街
並
み
」、

「
生
業
・
生
活
文
化
」［
＊
5
］。
こ
れ
ら
の
条
件
や
営
み
が

関
係
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ち
の
姿
・
暮
ら
し
の
形

が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
高
度
成
長
期
を

支
え
た
社
会
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
関
係
性
が

分
断
さ
れ
、
覆
い
隠
さ
れ
、
関
係
性
の
再
構
築
が
喫き

つ

緊き
ん

の

課
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ

と
さ
え
困
難
な
状
況
に
慣
ら
さ
れ
、
社
会
の
構
造
転
換
が

も
た
ら
す
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
」
が
可
視
化
し
た
コ
ン
テ

ク
ス
ト
は
、
結
果
と
し
て
い
ず
れ
も
断
絶
し
た
関
係
性
の

再
構
築
を
志
向
し
て
い
る
。
過
去
・
現
在
・
未
来
を
貫
く

と
い
う
こ
と
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
こ
れ
ら
地
域
の
営
み

そ
こ
か
ら
望
む
べ
き
未
来
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
な
ざ
し
の

軌
跡
を
描
い
て
み
る
。
知
の
共
同
化
の
回
路
に
よ
っ
て
意

識
の
階
層
移
動
を
可
能
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
大
き
な
社

会
変
革
の
力
を
秘
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

―
―
知
の
共
同
化
の
回
路
を
地
域
・
社
会
に
組
み
込
む

社
会
の
枠
組
み
の
変
化
と
と
も
に
、
再
帰
的
な
学
び
と

問
題
解
決
の
あ
り
方
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
大

き
な
見
取
り
図
を
携
え
て
、
多
様
性
と
再
帰
性
の
履
歴
を

ふ
ん
だ
ん
に
宿
し
た
沃
野
・
上
町
台
地
に
分
け
入
り
、

U
‒
C
o
R
o
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
歩
み
を
た
ど
っ
て
、
知

の
共
同
化
の
回
路
を
探
っ
て
き
た
。

第
1
ス
テ
ッ
プ
で
め
ざ
し
た
、
多
様
性
の
獲
得
と
共
有

は
、
自
ら
と
地
域
へ
の
再
帰
的
な
問
い
と
実
践
を
誘
発
し
、

第
2
ス
テ
ッ
プ
で
の
過
去
・
現
在
・
未
来
を
貫
く
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
共
有
へ
の
ま
な
ざ
し
を
開
い
た
。
そ
こ
で
浮
き

彫
り
に
な
っ
た
新
た
な
視
座
が
、
ま
ち
の
姿
・
暮
ら
し
の

形
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
要
素
の
関
係
性
の
再
認
識
と
、

再
構
築
の
必
要
性
。
さ
ら
に
、
変
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な

る
、
意
識
の
階
層
移
動
の
ベ
ク
ト
ル
の
重
要
性
で
あ
る
。

紙
幅
の
都
合
で
詳
述
は
で
き
な
い
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
参
加
し
た
方
々
の
連
鎖
的
な
動
き
や
意
識
の
変
化
の
な

か
に
、
知
の
共
同
化
の
回
路
が
も
た
ら
す
効
果
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
大
阪
く
ら
し
の
今こ

ん

昔じ
や
く

館か
ん

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
町
家
衆
）
の
方
々
に
よ
る
、
生
玉
人
形

を
は
じ
め
と
す
る
郷
土
玩
具
再
生
の
取
り
組
み
の
立
ち
上

が
り
。
地
域
の
人
口
構
造
の
偏
在
が
進
む
な
か
で
、
新
旧

住
民
の
結
節
点
と
な
る
地
蔵
盆
を
維
持
す
る
た
め
の
知
恵

の
シ
ェ
ア
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
た
い
と

い
う
若
い
世
代
の
意
思
表
示
。
伝
統
野
菜
・
玉
造
黒
門
越

瓜
の
栽
培
と
料
理
を
媒
介
し
て
、
農
業
の
実
践
者
と
食
や

建
築
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
担
い
手
、
子
ど
も
の
成
長
の
支
援
か

ら
高
齢
者
の
介
護
予
防
ま
で
、
幅
広
い
社
会
問
題
と
資
源

を
持
ち
寄
り
活
か
し
合
う
動
き
。
地
域
の
食
の
バ
ッ
ク
ス

ト
ー
リ
ー
か
ら
、
そ
の
地
の
風
土
・
文
化
が
形
づ
く
ら
れ

て
き
た
理
由
を
探
る
醍
醐
味
、
フ
ー
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
ビ

ジ
ョ
ン
へ
の
嚮き

よ
う

導ど
う

な
ど
。
具
体
性
を
伴
っ
た
語
り
と
行
動

が
、
再
帰
的
に
生
起
し
て
い
る
。

地
域
を
変
え
る
再
帰
的
な
循
環
を
起
動
す
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
し
て
、
多
様
な
人
々
の
参
加
と
協
働
の
ル
ー
ト
を
開

き
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
貫
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
可
視

化
し
、
ま
ち
の
姿
・
暮
ら
し
の
形
を
支
え
る
要
素
の
関
係

性
を
つ
く
り
な
お
す
と
と
も
に
、
階
層
移
動
の
ベ
ク
ト
ル

を
活
か
す
こ
と
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
の
共
同
化
の
回

路
と
し
て
、
地
域
・
社
会
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
た
な
生
活
や
生
業
や
産
業
を
生
み
出
す
種
と
仕
掛
け
も

見
出
さ
れ
て
い
く
（
図
8
）。

地
域
・
社
会
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
セ
ク
タ
ー
に
、
こ

の
方
法
論
は
適
用
で
き
る
。
多
元
化
が
加
速
す
る
社
会
に

あ
っ
て
、
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
転
換
に

活
か
し
て
い
き
た
い
。

4445 C E L   J u l y   2 0 1 8 C E L   J u l y   2 0 1 8




