
MINTETSU SUMMER 2010 8

TOP INTERVIEW
聖地 ･高野山への参詣客輸送を目的に誕生した南海高野線。
長きにわたり唯一の鉄道ルートとして、その役割を担い続けている。
しかし時代の流れとともに、
参詣から観光へ、高野山を訪れる目的は変わり、
道路網の整備で高野山へのアクセスは自動車が主な手段となった。
鉄道利用のシェアは２割程度しかない。
現在、南海電鉄では、国内有数の山岳区間を走る路線を、
世界遺産・高野山へつながる観光路線として位置づけ、
新たな鉄道での旅の魅力づくりに取り組んでいる。
南海電気鉄道株式会社 亘信二社長兼ＣＯＯにお話を伺った。

世
界
遺
産
・

高
野
山
へ
。

国
内
有
数
の
山
岳
区
間
を
、

新
た
な
観
光
路
線
に
。

文◉茶木　環　撮影◉織本知之

南海電気鉄道株式会社　社長 兼 ＣＯＯ

亘 信二
Shinji WATARI



※明治 31 年 10 月から昭和 19 年 6 月までの社名。戦時中の統合合併、分離を経て、昭和 22 年 3 月に南海電気鉄道株式会社に改称した。
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世
界
遺
産
へ
つ
な
が
る
山
岳
路
線

―
―
ま
ず
高
野
線
の
誕
生
に
つ
い
て
、
お
話

を
お
伺
い
で
き
ま
す
か
。

亘　

当
社
は
、
純
民
間
資
本
に
よ
る
最
古
の

鉄
道
会
社
で
す
が
、そ
の
歴
史
は
明
治
18
年
、

現
在
の
南
海
本
線
・
難
波–

大
和
川
間
の
開

業
に
始
ま
り
、
36
年
に
難
波–

和
歌
山
市
間

の
全
線
を
開
業
し
て
い
ま
す
。

高
野
線
は
、
明
治
29
年
に
高
野
山
参
詣
客

輸
送
の
た
め
設
立
し
た
高
野
鉄
道
と
い
う
会

社
が
、
そ
の
２
年
後
に
開
業
し
た
堺
東–
狭

山
間
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
別
会
社
に
よ
る

同
路
線
の
事
業
継
承
や
延
伸
な
ど
を
経
て
、

大
正
11
年
に
南※

海
鉄
道
と
合
併
、
南
海
高
野

線
と
し
て
営
業
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
大
正

14
年
に
は
南
海
本
線
と
高
野
線
の
連
絡
線
が

完
成
し
て
難
波
か
ら
高
野
下
ま
で
直
通
運
転

を
開
始
し
、
利
便
性
が
格
段
に
向
上
し
ま
し

た
。
ま
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
高
野
下
か
ら

高
野
山
ま
で
の
延
伸
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
昭

和
４
年
に
極
楽
橋
ま
で
、そ
の
翌
年
に
は
ケ
ー

ブ
ル
カ
ー
が
開
通
し
ま
し
た
。
難
波–

高
野
山

間
の
直
通
運
転
が
開
始
し
た
の
は
昭
和
７
年

で
、
36
年
の
歳
月
を
経
て
、
参
詣
鉄
道
と
し

て
の
目
的
が
遂
に
達
成
さ
れ
た
の
で
す
。

―
―
そ
れ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
南
海
高

野
線
が
高
野
山
に
行
く
唯
一
の
鉄
道
ル
ー

ト
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

亘　

明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
全

国
各
地
で
参
詣
客
輸
送
を
目
的
と
し
た
鉄
道

が
次
々
と
開
業
し
ま
し
た
。
高
野
線
も
そ
の

ひ
と
つ
で
す
が
、
橋
本
駅
か
ら
極
楽
橋
駅
ま

で
の
19
・
８
㎞
は
標
高
差
４
４
３
ｍ
の
山
岳

区
間
で
す
。
急
勾
配
の
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
、

よ
く
ぞ
線
路
を
敷
い
た
も
の
だ
と
感
心
し
ま

す
。
実
際
、
工
事
は
困
難
を
極
め
、
資
材
輸

送
な
ど
は
地
元
営
林
署
の
森
林
鉄
道
の
協
力

を
得
て
進
め
た
そ
う
で
す
。
残
っ
て
い
た
高

野
線
の
古
い
記
録
映
像
を
見
ま
し
た
が
、
３

両
編
成
の
電
車
が
着
物
姿
の
女
性
や
参
詣
客

で
満
員
で
し
た
。
や
は
り
そ
れ
だ
け
の
ニ
ー

ズ
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
山
の
中
の
難
工
事

も
顧
み
ず
に
鉄
道
を
敷
い
た
の
で
し
ょ
う
。

―
―
参
詣
客
・
観
光
客
の
鉄
道
利
用
状
況
の

推
移
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

亘　

高
野
線
は
、
難
波–

橋
本
間
と
橋
本

–
極
楽
橋
間
で
異
な
る
性
格
を
持
っ
て
い
ま

す
。
難
波–

橋
本
間
は
昭
和
40
年
代
か
ら
大

阪
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
沿
線
の
宅
地
開

発
が
進
み
、
同
区
間
で
は
20
ｍ
級
の
４
扉
大

型
車
両
を
最
大
８
両
編
成
で
運
行
、
通
勤
・

通
学
客
を
輸
送
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、

橋
本–

極
楽
橋
間
は
山
岳
区
間
を
走
る
ロ
ー

カ
ル
線
に
近
い
性
格
を
持
つ
路
線
で
、
沿
線

人
口
の
減
少
に
伴
い
、
鉄
道
利
用
が
著
し
く

減
少
し
て
い
ま
す
。

高
野
山
参
詣
客
も
、
登
山
産
業
観
光
道
路

と
し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
高
野
山
有

料
道
路
が
昭
和
35
年
に
完
成
し
て
以
来
、
鉄

道
か
ら
自
動
車
利
用
に
シ
フ
ト
し
て
い
き
ま

し
た
。
橋
本–

極
楽
橋
間
で
昭
和
50
年
に
１

日
約
５
０
０
０
人
だ
っ
た
輸
送
密
度
が
、
そ

の
後
30
年
で
半
減
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高

野
山
の
観
光
者
数
は
、
昭
和
60
年
代
か
ら
年

間
１
２
０
～
１
３
０
万
人
で
安
定
し
て
い
る

の
に
対
し
、
鉄
道
シ
ェ
ア
は
昭
和
60
年
代
は

33
％
、
平
成
元
年
か
ら
10
年
頃
ま
で
は
25
％

で
、
平
成
10
年
以
降
に
な
る
と
20
％
に
ま
で

落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
マ
イ
カ
ー
や
観
光
バ

ス
な
ど
に
押
さ
れ
て
い
る
、
非
常
に
厳
し
い

現
状
で
す
。

―
―
こ
の
山
岳
区
間
の
将
来
性
に
つ
い
て
、

経
営
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

亘　

世
界
遺
産
で
あ
る
高
野
山
は
世
界
の
財

産
で
あ
り
、
地
域
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も

大
切
な
観
光
資
源
で
す
。
高
野
山
に
お
客
さ

ま
を
お
運
び
す
る
唯
一
の
鉄
道
ル
ー
ト
で
あ

る
高
野
線
は
、
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な

鉄
道
路
線
、
観
光
路
線
と
し
て
発
展
さ
せ
て

い
き
た
い
。
観
光
の
足
と
し
て
ご
利
用
い
た

だ
く
道
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
本
来
、
鉄
道
は
大
勢
の
人
員

を
運
ぶ
も
の
で
す
か
ら
、
輸
送
人
員
が
少
な

い
と
極
め
て
非
効
率
で
す
。「
環
境
に
や
さ
し

い
乗
り
物
」
と
言
い
つ
つ
、
少
な
い
お
客
さ

ま
を
乗
せ
て
走
ら
せ
る
の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

無
駄
遣
い
、
逆
に
環

境
に
悪
い
で
し
ょ
う

（
笑
）。
１
日
で
も
早

く
そ
う
し
た
状
況
を

打
破
し
た
い
と
い
う

の
が
わ
れ
わ
れ
の
切

な
る
願
い
で
す
。

橋
本–
極
楽
橋
間

の
山
岳
路
線
に
つ
い

て
は
、
平
成
17
年
か

ら
難
波–

橋
本
間
の

通
勤
路
線
と
山
岳
路

線
の
運
行
形
態
を
分
離
し
て
一
部
ワ
ン
マ
ン

運
転
を
導
入
し
、
４
両
編
成
を
２
両
編
成
に

す
る
な
ど
コ
ス
ト
削
減
策
を
進
め
、
同
時
に

特
急
の
増
発
や
速
達
性
向
上
な
ど
の
ダ
イ
ヤ
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改
正
、
高
野
山
の
Ｐ
Ｒ
や
企
画
商
品
な
ど
の

増
収
策
を
実
施
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
上
げ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
収
支
の
厳
し
い
山
岳
路
線
を
当

社
の
経
営
努
力
だ
け
で
支
え
る
こ
と
に
は
限

界
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
か

ら
の
支
援
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
す
。
地
域
の

支
援
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
観
光
路
線
と
し

て
再
生
し
て
い
き
た
い
。
観
光
面
を
Ｐ
Ｒ
し

て
、
高
野
山
と
そ
の
周
辺
地
域
に
、
国
内
外

か
ら
多
く
の
方
に
訪
ね
て
い
た
だ
き
た
い
。

高
野
山
と
沿
線
エ
リ
ア
、
そ
し
て
鉄
道
が
一

体
と
な
っ
た
活
性
化
を
進
め
て
い
き
た
い
。

現
在
、
当
社
と
地
元
の
方
々
、
行
政
と

タ
ッ
グ
を
組
ん
で
進
め
て
い
る
「
こ
う
や
花

鉄
道
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
う
し
た
願
い
の

も
と
、
立
ち
上
げ
た
第
一
歩
の
取
り
組
み
な

の
で
す
。

道
中
も
楽
し
め
る
鉄
道
の
魅
力
づ
く
り

―
―
「
こ
う
や
花
鉄
道
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ

い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
か
。

亘　

当
社
で
は
、
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
３

か
年
経
営
計
画
「
堅
進
１
２
６
計
画
」（
平
成

20
～
22
年
度
）
の
５
つ
の
基
本
方
針
の
ひ
と

つ
に
「
沿
線
活
性
化
の
推
進
」
を
掲
げ
て
い

ま
す
。
南
海
沿
線
を
５
つ
の
エ
リ
ア
に
区
分

し
、
各
エ
リ
ア
の
特
性
・
情
勢
に
応
じ
て
き

め
細
や
か
に
施
策
を
実
行
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
す
。
高
野
山
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
を

対
象
と
す
る
高
野
山
エ
リ
ア
で
は
、
そ
の
主

要
施
策
と
し
て
「
こ
う
や
花
鉄
道
」プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
、
高
野
山
を
含

む
沿
線
の
景
観
整
備
を
行
い
、
歴
史
的
資
源

を
活
用
す
る
こ
と
で
、「
高
野
山
」ま
で
の
、「
そ

こ
へ
向
か
う
道
中
」
と
し
て
の
鉄
道
の
魅
力

づ
く
り
を
行
い
、「
鉄
道
利
用
の
必
然
性
」
を

創
出
し
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
目
的
で
す
。

「
こ
う
や
花
鉄
道
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
に

つ
い
て
は
、
た
く
さ
ん
の
願
い
や
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
高
野
山
や
そ

の
周
辺
地
域
に
咲
く
季
節
の
花
々
、
沿
線
に

広
が
る
四
季
や
自
然
の
彩
り
と
の
出
会
い
を

楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
願
い
。ま
た
、

世
界
遺
産
・
高
野
山
で
の
写
経
や
阿あ

じ字
観か

ん

体

験
な
ど
、本
物
と
の
出
会
い
が「
花
」と
な
り
、

沿
線
地
域
の
活
性
化
を
願
う
地
元
と
当
社
の

願
い
が
「
花
」
に
な
る
と
い
う
思
い
も
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
「
花
」
は
４
枚
の
花

び
ら
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
が
、
こ
れ
は
当
社
と

沿
線
地
域
の
皆
さ
ま
、
地
元
行
政
、
そ
し
て

高
野
山
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
ひ
と
つ
に

し
て
取
り
組
ん
で
い
く
「
協
調
」
を
表
現
し

て
い
ま
す
。

―
―
そ
し
て
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
象
徴
と

も
言
え
る
の
が
新
車
両
の
「
天
空
」
で
す
ね
。

亘　

今
年
７
月
で
定
期
運
行
開
始
１
年

を
迎
え
ま
す
。
今
年
３
月
末
ま
で
に
、

２
万
８
０
０
０
人
の
お
客
さ
ま
に
ご
乗
車
い

た
だ
き
ま
し
た
。

一
般
車
両
を
改
造
し
た
も
の
で
、
上
か
ら

は
、
で
き
る
だ
け
費
用
は
か
け
ず
に
、
し
か

し
「
早
く
」
と
急
か
さ
れ
、
車
両
部
門
は
苦

労
し
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
（
笑
）。
国
内
有

数
の
山
岳
区
間
の
す
ば
ら
し
い
景
色
を
堪
能

い
た
だ
け
る
よ
う
に
採
用
し
た
大
型
窓
に
合

わ
せ
た
ワ
ン
ビ
ュ
ー
座
席
を
中
心
に
、
ご
家

族
連
れ
な
ど
の
お
客
さ
ま
用
に
は
コ
ン
パ
ー

ト
メ
ン
ト
座
席
も
用
意
し
ま
し
た
。
開
発
担

当
者
の
「
森
林
の
澄
ん
だ
空
気
を
ぜ
ひ
と
も

味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
強
い
希

望
で
、
展
望
デ
ッ
キ
ス
ペ
ー
ス
も
設
け
る
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
と
知
恵
を
絞
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
う
し
た
手
づ
く
り
感
み
た
い
な
部
分
も
お

客
さ
ま
に
喜
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

「
天
空
」
と
い
う
名
前
は
、
お
客
さ
ま
に

早
い
段
階
か
ら
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
こ
う

と
、
公
募
に
し
て
、
地
元
の
方
に
も
選
考
委

員
会
に
入
っ
て
い
た
だ
き
、
ご
意
見
を
伺
い

ま
し
た
。
高
野
山
は
弘
法
大
師
空
海
が
開
い

た
聖
地
で
す
。
標
高
約
９
０
０
ｍ
に
位
置
す

る
街
並
み
は
ま
さ
に
天
空
都
市
の
趣
で
、
そ

の
印
象
に
由
来
し
て
「
天
空
」
が
ふ
さ
わ
し

い
と
意
見
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

❶大阪ミナミを代表するターミナル・難波駅
❷難波駅からは特急・快急・急行が出る
❸総合インフォメーションセンターなんば
❹難波－極楽橋を1時間 19 分で結ぶ「特急こうや」

❶

❷

❸

❹
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―
―
高
野
山
の
世
界
遺
産
登
録
以
降
、
外
国

人
観
光
客
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り

の
対
応
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

亘　

海
外
で
の
人
気
の
高
ま
り
は
、
平
成
11

年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ル
モ
ン
ド
紙
に
掲
載
さ
れ

た
高
野
山
の
記
事
が
き
っ
か
け
で
、
わ
れ
わ

れ
も
「
こ
れ
か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
観
光
客

が
多
く
な
る
」
と
予
測
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
ミ
シ
ュ
ラ

ン
の
グ
リ
ー
ン
・
ガ
イ
ド
で
最
高
評
価
の
三

ツ
星
を
獲
得
し
て
、
欧
米
人
を
中
心
に
外
国

人
観
光
客
が
増
え
て
い
ま
す
。

当
社
は
、沿
線
に
関
西
国
際
空
港
が
あ
り
、

海
外
の
お
客
さ
ま
の
ご
利
用
も
多
い
の
で
、

ほ
ぼ
全
駅
に
英
語
で
の
案
内
表
示
を
設
置
し

て
い
ま
す
。
ま
た
関
西
空
港
駅
と
難
波
駅
は
、

日
本
語
・
英
語
・
韓
国
語
・
中
国
語
の
４
カ

国
語
表
示
に
し
て
お
り
、
昨
年
４
月
に
は
難

波
駅
に
そ
れ
ら
4
カ
国
語
に
加
え
手
話
に
も

対
応
す
る
「
総
合
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
な
ん
ば
」
を
大
阪
市
と
共
同
で
開
設

し
ま
し
た
。
高
野
線
に
つ
い
て
も
駅
名
板
に

多
言
語
表
記
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
路
線
・
沿
線
案
内
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

も
４
カ
国
語
で
制
作
し
、
高
野
山
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
は
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
作
成
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
国

内
で
配
布
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
Ｊ
Ｎ
Ｔ
Ｏ

（
日
本
政
府
観
光
局
）
の
海
外
事
務
所
に
置

い
て
も
ら
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
外
国
人

観
光
客
誘
致
に
は
、
何
よ
り
も
情
報
発
信
が

必
要
で
す
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
多
言
語
化

に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

―
―
「
こ
う
や
花
鉄
道
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
手

応
え
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

亘　

お
客
さ
ま
か
ら
の
反
響
が
い
ち
ば
ん
大

き
い
の
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
象
徴
と
し
て

導
入
し
た
「
天
空
」
で
す
。
ま
た
、プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
レ
ー
ル
や
ト
ン
ネ
ル
、
橋
脚
や
駅

の
ホ
ー
ム
な
ど
鉄
道
設
備
そ
の
も
の
や
、
花

屏
風
や
花
壇
な
ど
地
元
と
一
体
と
な
っ
た
取

り
組
み
で
景
観
づ
く
り
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

車
窓
か
ら
の
四
季
折
々
の
景
観
が
、
ご
利
用

の
お
客
さ
ま
か
ら
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る

と
手
応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
の
成
果
は
一

朝
一
夕
に
生
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
も
地
元
行
政
や
沿
線
住
民
の
皆
さ

ま
と
の
協
働
、
連
携
を
深
め
な
が
ら
、
鉄
道

と
地
域
活
性
化
へ
の
道
を
探
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

守
り
な
が
ら
攻
め
る
姿
勢
で

―
―
今
年
度
は
３
か
年
経
営
計
画
「
堅
進

１
２
６
計
画
」
の
仕
上
げ
の
年
に
当
た
り
ま

す
。

亘　

計
画
に
付
け
ら
れ
た
数
字
は
創
業
か
ら

の
年
を
表
し
て
お
り
、
当
社
は
来
年
創
業

１
２
６
年
を
迎
え
ま
す
。
８
年
前
、
非
常
に

厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
時
に
「
創
生
１
２
０

計
画
」
を
推
進
し
て
「
再
生
」
を
期
す
べ
く

経
営
の
基
礎
固
め
に
取
り
組
み
、
次
の
「
進

化
１
２
３
計
画
」
で
さ
ら
な
る
経
営
基
盤
の

強
化
に
努
め
ま
し
た
。
続
く
「
堅
進
１
２
６

計
画
」
は
、
堅
実
に
足
元
を
固
め
な
が
ら
、

着
実
に
前
へ
進
も
う
と
い
う
計
画
で
す
。

計
画
は
「『
環
境
保
全
』
の
た
め
の
取
組

み
強
化
」「
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
向

上
」「
な
ん
ば
エ
リ
ア
の
さ
ら
な
る
価
値
向
上
」

「
有
望
事
業
の
成
長
加
速
」「
沿
線
活
性
化
の

推
進
」
の
５
つ
の
基
本
方
針
か
ら
な
り
、
現

在
、
堅
進
の
名
の
と
お
り
、
着
実
に
取
り
組

み
を
進
め
て
い
ま
す
。

―
―
「
な
ん
ば
エ
リ
ア
」
の
開
発
も
進
み
、

街
が
変
わ
っ
て
き
た
印
象
を
受
け
ま
す
。

亘　

な
ん
ば
エ
リ
ア
は
梅
田
に
比
べ
、
開
発

を
手
が
け
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
事
業
者
が
少
な

い
の
で
す
。
当
社
に
と
っ
て
は
、
ビ
ジ
ネ
ス

チ
ャ
ン
ス
と
可
能
性
を
有
し
た
大
切
な
エ
リ

ア
で
す
か
ら
、
難
波
駅
を
核
に
、
周
辺
エ
リ

ア
と
の
回
遊
性
を
向
上
さ
せ
た
り
、
賑
わ
い

を
創
出
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
計
画
を
手

が
け
て
な
ん
ば
の
街
づ
く
り
を
積
極
的
に
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
な
ん
ば
エ
リ
ア
の
開
発
は
計
画
的
・
継

続
的
に
ま
だ
ま
だ
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
「
堅
く
」
と
お
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
も
、

強
く
「
進
む
」
熱
意
を
感
じ
ま
す
。

亘　

鉄
道
事
業
者
と
し
て
は
安
全

を
意
識
し
、
い
か
に
堅
実
に
や
る

か
と
い
う
の
が
当
然
あ
る
の
で
す

が
、
会
社
の
経
営
内
容
が
悪
い
か

ら
と
い
っ
て
、
リ
ス
ト
ラ
や
コ
ス

ト
カ
ッ
ト
ば
か
り
で
立
て
直
そ
う

と
す
る
と
、
経
営
も
萎
縮
し
、
新

た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
事
業
と
し
て
だ
め
な
の

で
す
。
安
全
を
意
識
し
て
、
堅
実
に
進
め
な

が
ら
も
、
や
は
り
事
業
は
大
き
く
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
く
線
路
を
敷
く

こ
と
は
難
し
い
時
代
で
す
か
ら
、
自
社
の
沿

線
を
中
心
に
ど
う
い
う
事
業
を
展
開
で
き
る

か
考
え
る
。
非
鉄
道
事
業
分
野
で
収
益
の

基
盤
を
つ
く
れ
な
い
か
考
え
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
企
業
と
し
て
の
発
展
は
望
め
な
い
で

し
ょ
う
。

た
だ
、
鉄
道
会
社
の
企
業
価
値
と
い
う
の

は
沿
線
そ
の
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
沿
線

に
た
く
さ
ん
人
が
住
ん
で
い
る
、
住
み
た
い

と
思
っ
て
く
だ
さ
る
た
く
さ
ん
の
人
が
い
る
、

た
く
さ
ん
の
人
が
訪
れ
て
く
れ
る
―
―
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
沿
線
を
元
気
に
す
る
こ
と

が
会
社
の
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
こ
と
で

も
あ
る
の
で
す
。

わ
れ
わ
れ
の
沿
線
は
エ
リ
ア
に
よ
っ
て
い

ろ
い
ろ
な
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
常
に
わ

れ
わ
れ
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
な
が
ら
、

地
域
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
鉄
道
の
魅
力
づ

く
り
と
沿
線
の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。


