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毎
年
、
春
が
き
て
桜
の
花
が
満
開
に
な
る

頃
、
あ
あ
乗
り
た
い
な
あ
、
と
思
う
電
車
が

あ
る
。
阪
急
神
戸
線
、
西
宮
北
口
駅
と
三
宮

駅
の
あ
い
だ
の
区
間
だ
。

私
は
、
学
生
時
代
を
そ
の
周
辺
で
過
ご
し

た
。
母
校
の
関
西
学
院
大
学
は
、
阪
急
今
津

線
の
甲
東
園
駅
下
車
、
そ
こ
か
ら
バ
ス
に

乗
っ
て
坂
道
を
上
が
っ
て
い
っ
た
小
高
い

丘
、
上
ケ
原
に
あ
る
。

と
て
も
美
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス
だ
。
正
門
を

入
る
と
正
面
に
時
計
台
の
あ
る
旧
図
書
館
が

迎
え
て
く
れ
る
。
明
治
の
ア
メ
リ
カ
人
建
築

家
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
だ
。

背
景
に
は
六
甲
山
の
東
側
に
位
置
す
る
甲
山

が
あ
り
、
時
計
台
の
前
に
は
広
々
と
緑
の
萌

え
る
芝
生
が
広
が
っ
て
い
る
。
当
時
、
学
生

た
ち
は
思
い
思
い
に
芝
生
で
く
つ
ろ
ぎ
、
本

を
読
ん
だ
り
、
ギ
タ
ー
を
か
き
鳴
ら
し
た
り

し
て
い
た
。
い
ま
も
き
っ
と
そ
う
だ
と
思

う
。も

う
三
十
年
以
上
も
ま
え
の
こ
と
、
高
校

一
年
生
の
私
は
、
初
め
て
大
学
訪
問
を
し

て
、
こ
の
開
放
的
な
風
景
に
心
を
射
抜
か
れ

た
。
そ
し
て
「
必
ず
こ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通

お
う
」
と
決
心
し
た
。
が
ぜ
ん
勉
強
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
っ
て
、
三
年
後
、
夢
を

実
現
さ
せ
た
。

大
学
に
ほ
ど
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
学
生

長
屋
の
よ
う
な
下
宿
で
生
活
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
引
っ
越
し
を
終
え
、
新
生
活
に
必

要
な
も
の
を
買
い
に
、
母
と
と
も
に
神
戸
へ

出
か
け
た
。
甲
東
園
か
ら
阪
急
電
車
に
乗
っ

て
、
西
宮
北
口
で
乗
り
換
え
て
、
三
宮
ま

で
。私

は
、
初
め
て
関
学
を
訪
問
し
た
と
き
か

ら
、
阪
急
神
戸
線
が
好
き
だ
っ
た
。
北
側
に

六
甲
山
、
南
側
に
大
阪
湾
。
そ
の
あ
い
だ
を

東
西
に
走
っ
て
ゆ
く
、
あ
ず
き
色
の
電
車
。

車
内
は
木
目
調
の
ベ
ー
ジ
ュ
の
壁
面
と
、
う

ぐ
い
す
色
の
シ
ー
ト
。
こ
の
色
の
取
り
合
わ

せ
が
、
な
ん
と
も
心
憎
い
。
と
て
も
シ
ッ
ク

で
、
落
ち
着
い
て
い
る
。
私
は
、
南
側
の

シ
ー
ト
に
座
れ
ば
車
窓
の
外
を
流
れ
て
い
く

山
手
の
瀟
洒
な
家
並
み
を
、
北
側
の
シ
ー
ト

に
座
れ
ば
日
の
光
に
き
ら
め
く
水
平
線
を
、

飽
か
ず
眺
め
て
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
電
車
に

乗
っ
て
い
た
い
、
そ
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た

も
の
だ
。

母
と
私
、
確
か
、
南
側
の
シ
ー
ト
に
座
っ

た
。
窓
辺
の
日
差
し
が
ぽ
か
ぽ
か
と
暖
か

か
っ
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
西
宮
北
口

か
ら
ひ
と
駅
す
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
わ

あ
っ
と
声
を
上
げ
た
。

い
ち
め
ん
の
桜
。
満
開
の
、
淡
い
ピ
ン
ク

桜
の
花
の
電
車
に
乗
っ
て

原
田
マ
ハ

イラスト・岡林玲

最
終
話
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色
の
花
が
線
路
の
周
辺
を
埋
め
尽
く
し
て
い

た
。
母
も
、
思
わ
ず
振
り
返
っ
て
窓
の
外
を

仰
い
だ
。
桜
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
よ
う
に

し
て
、
電
車
は
走
っ
た
。
い
っ
ぺ
ん
に
春
が

き
た
、
私
の
と
こ
ろ
へ
。
そ
う
思
っ
て
う
れ

し
か
っ
た
。
買
い
物
を
終
え
、
入
学
式
が
済

ん
だ
ら
、
母
は
帰
っ
て
し
ま
う
。
初
め
て
の

ひ
と
り
暮
ら
し
、
わ
く
わ
く
し
た
け
れ
ど
、

少
し
さ
び
し
か
っ
た
。
そ
ん
な
湿
っ
た
思
い

を
、
あ
の
日
、
線
路
沿
い
の
桜
が
吹
き
飛
ば

し
て
く
れ
た
。

あ
れ
か
ら
、
何
度
、
阪
急
神
戸
線
に
乗
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
乗
れ
ば
、
い
つ
で
も
帰
っ

て
い
け
た
。
青
春
時
代
に
。
い
ち
ば
ん
輝
い

て
い
た
光
の
中
に
。
は
ら
は
ら
と
散
る
満
開

の
桜
の
春
へ
と
。

最
近
で
は
、
春
に
な
っ
た
ら
ま
た
あ
の
電

車
に
乗
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
な
か
な
か
タ

イ
ミ
ン
グ
が
合
わ
ず
、
く
や
し
い
思
い
を
し

て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
毎
年
、
桜
が
咲
け
ば

思
い
出
す
。
あ
の
電
車
は
、
今
日
も
ま
た

走
っ
て
い
る
の
か
な
。
満
開
の
花
の
下
を
、

私
の
青
春
の
思
い
出
を
乗
せ
て
。

◎日本民営鉄道協会とは？
昭和 42 年に社団法人として設立、平成 24 年 4 月 1 日付で一般社団法
人に移行、71 社の民営鉄道会社で組織されています。
輸送力の増強と安全輸送の確保を促進し、鉄道事業の健全な発達を図り、
もって国民経済の発展に寄与することを目的とした活動を行っております。
なお、JR 各社や公営地下鉄などは加入しておりません。
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は
ら
だ
ま
は

作
家
。
東
京
都
生
ま
れ
。
関
西
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
、
早

稲
田
大
学
第
二
文
学
部
美
術
史
科
卒
業
。
伊
藤
忠
商
事
、
森
ビ
ル
森

美
術
館
設
立
準
備
室
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
勤
務
を
経
て
、

２
０
０
２
年
フ
リ
ー
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
な
り
、
06
年
よ
り
作
家
と
な

る
。
05
年
『
カ
フ
ー
を
待
ち
わ
び
て
』
で
第
１
回
日
本
ラ
ブ
ス
ト
ー

リ
ー
大
賞
を
受
賞
。
12
年
『
楽
園
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
』
で
第
25
回
山
本

周
五
郎
賞
受
賞
。
近
著
に
『
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
食
卓
』（
集
英
社
）、

『
総
理
の
夫
』（
実
業
之
日
本
社
）、『
ユ
ニ
コ
ー
ン 

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン

ド
の
遺
言
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）、
最
新
刊
に
『
翔
ぶ
少
女
』（
ポ
プ
ラ
社
）

が
あ
る
。
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文
◉
茶
木　

環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

創
立
１
０
０
周
年
に
あ
た
る
２
０
２
２
年
を
見
据
え
、

東
急
電
鉄
で
は
、「
中
期
３
か
年
経
営
計
画
」
を
策
定
、

「
東
急
沿
線
が
選
ば
れ
る
沿
線
で
あ
り
続
け
る
」

「『
ひ
と
つ
の
東
急
』
と
し
て
、
強
い
企
業
集
団
を
形
成
す
る
」
と
い
う

二
つ
を
中
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
に
掲
げ
、

さ
ら
な
る
成
長
に
向
け
た
事
業
展
開
に
挑
ん
で
い
る
。

鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
と
安
全
対
策
の
継
続
、

渋
谷
・
二
子
玉
川
を
は
じ
め
と
す
る
沿
線
開
発
の
さ
ら
な
る
推
進
、

沿
線
に
お
け
る
生
活
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
推
進
と
連
携
強
化
、

そ
し
て
、
海
外
で
の
街
づ
く
り
事
業
の
展
開
の
四
つ
が
そ
の
重
点
施
策
だ
。

東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社
の
野
本
弘
文
取
締
役
社
長
に
お
話
を
伺
っ
た
。

TOP INTERVIEW

東京急行電鉄株式会社
取締役社長

野本弘文
Hirofumi NOMOTO

“
選
ば
れ
る
沿
線
”

 

で
あ
り
続
け
る

特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］
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広
域
移
動
と
文
化
交
流
の
実
現

―
―
昨
年
３
月
に
は
、
東
横
線
と
東
京
メ
ト
ロ

副
都
心
線
と
の
相
互
直
通
運
転
を
実
現
さ
れ
ま

し
た
。
ま
ず
東
急
電
鉄
に
お
け
る
鉄
道
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
整
備
に
つ
い
て
、
お
話
を
伺
い
た
い

と
思
い
ま
す
。

野
本　

当
社
の
創
業
者
で
あ
る
五
島
慶
太
は

「
鉄
道
は
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
然
る
も
の
」
と

い
う
考
え
の
持
ち
主
で
し
た
。
創
成
期
に
競
合

企
業
を
合
併
し
て
鉄
道
事
業
を
広
げ
て
い
っ
た

の
は
そ
う
い
う
思
い
に
基
づ
く
も
の
で
す
し
、

そ
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
、
当
社
に
は
「
鉄
道
事

業
に
相
互
直
通
運
転
は
必
然
」
と
す
る
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。
自
社
の
利
益
だ
け
を
確
保
す
れ

ば
い
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、「
お
客
さ
ま
に

と
っ
て
一
番
便
利
な
の
は
何
か
」
と
い
う
発
想

で
す
。

当
社
初
の
相
互
直
通
運
転
実
施
は
１
９
６
４

年
に
開
始
し
た
東
横
線
と
営
団
地
下
鉄
（
現
・

東
京
メ
ト
ロ
）
日
比
谷
線
の
相
互
乗
り
入
れ
で

す
。
以
降
、
相
互
直
通
運
転
を
実
施
し
、
鉄
道

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

１
９
８
５
年
の
運
輸
政
策
審
議
会
答
申
第
７

号
で
、
副
都
心
線
の
終
点
が
渋
谷
と
示
さ
れ
た

時
は
、「
相
互
直
通
運
転
は
当
然
だ
ろ
う
」
と

い
う
考
え
方
は
あ
っ
た
も
の
の
、
渋
谷
の
駅
や

街
を
ど
う
す
る
の
か
、
コ
ス
ト
の
問
題
を
含
め

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
解
決
策
が
未
整
備
の
状
況

で
、
結
論
を
出
せ
ず
に
い
ま
し
た
。
相
互
直
通

運
転
で
渋
谷
が
通
過
駅
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
東
急
百
貨
店
本
店
や
Ｂ
ｕ
ｎ
ｋ
ａ
ｍ
ｕ
ｒ

ａ
な
ど
の
開
発
を
経
て
、
お
客
さ
ま
に
と
っ
て

魅
力
あ
る
施
設
が
あ
り
、
足
を
運
び
や
す
い
利

便
性
の
あ
る
街
は
発
展
し
て
い
く
と
い
う
確
信

が
得
ら
れ
、
２
０
０
２
年
に
相
互
直
通
運
転
実

施
を
決
定
し
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

大
規
模
投
資
を
必
要
と
し
た
事
業
で
す
が
、

こ
れ
に
よ
り
、
５
社
６
線
が
一
つ
の
路
線
と
し

て
結
ば
れ
、
当
社
線
の
み
な
ら
ず
、
首
都
圏
鉄

道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
便
性
が
大
き
く
向
上
し

ま
し
た
。

―
―
他
の
鉄
道
事
業
者
と
つ
な
が
る
こ
と
で
、

各
社
の
路
線
の
魅
力
も
増
し
て
い
き
ま
す
。

野
本　

そ
の
た
め
に
は
、
各
社
線
の
強
み
を
お

客
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
く
仕
掛
け
が
重
要
で

す
。
今
回
の
相
互
直
通
運
転
記
念
式
典
で
も
、

沿
線
地
域
の
ご
当
地
グ
ル
メ
や
、
川
越
市
の
お

囃
子
、
横
浜
中
華
街
の
獅
子
舞
な
ど
の
演
目
を

披
露
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
５
社
６
線
が
つ

な
が
り
、「
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
を
皆
さ
ま
に
実

感
し
て
も
ら
う
の
が
何
よ
り
も
重
要
だ
と
考
え

た
か
ら
で
す
。

鉄
道
に
乗
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
通

勤
・
通
学
だ
け
で
は
な
く
、
観
光
や
レ
ジ
ャ
ー
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
、
多
く
の
人
た
ち
が
そ
こ

に
行
っ
て
み
た
く
な
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
必
要

で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
鉄
道
事
業
者
と
し
て
、
沿

線
の
街
と
一
緒
に
、
沿
線
の
文
化
を
発
信
し
て

い
く
。
す
で
に
各
社
間
で
は
、
例
え
ば
川
越
駅

で
中
華
街
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
た
り
、

そ
の
逆
を
行
っ
た
り
と
、
交
流
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
東
横
線
に
つ
い
て
は
、
相
互
直
通
運

転
の
開
始
以
降
、
定
期
外
の
お
客
さ
ま
が
か
な

り
増
加
し
て
い
ま
す
。
東
武
線
、
西
武
線
沿
線

に
お
住
ま
い
の
方
々
が
横
浜
に
足
を
運
ぶ
。
当

社
線
沿
線
に
お
住
ま
い
の
お
客
さ
ま
は
、
飯
能

や
秩
父
、
川
越
な
ど
に
出
掛
け
る
よ
う
に
な

る
。
お
客
さ
ま
の
移
動
が
鉄
道
の
収
益
に
直
結

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
こ
う
し
た

人
々
の
行
動
範
囲
の
広
が
り
が
地
域
経
済
の
活

性
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
２
０
１
９
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る
相
模
鉄

道
と
の
相
互
直
通
運
転
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
広

域
な
移
動
が
期
待
で
き
ま
す
。

野
本　

相
鉄
沿
線
か
ら
都
心
に
向
か
う
利
便
性

が
格
段
に
向
上
し
ま
す
。
ま
た
、
新
横
浜
に
当

社
線
と
直
通
す
る
新
線
の
駅
が
で
き
る
と
、
東

海
道
新
幹
線
を
介
し
て
関
西
圏
と
も
つ
な
が
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
、
渋
谷
で
は
大
規
模
な

再
開
発
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
渋
谷
の
街

の
魅
力
を
高
め
て
い
け
ば
、
新
幹
線
を
利
用
し

て
渋
谷
を
訪
れ
る
方
々
も
増
え
る
だ
ろ
う
と
期

待
し
て
い
ま
す
。

　利
便
性
と
生
活
環
境
の
向
上
を
目
指
す

―
―
東
急
電
鉄
の
歴
史
は
鉄
道
と
一
体
化

し
た
街
づ
く
り
に
あ
り
ま
す
。
東
急
電
鉄

の
企
業
思
想
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

野
本　

鉄
道
事
業
者
に
は
二
通
り
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
都
市
と
都
市
、

都
市
と
観
光
地
を
結
ん
で
、
そ
の
間
の
旅

客
輸
送
を
第
一
の
目
的
と
す
る
鉄
道
事
業

者
。
も
う
一
つ
は
、
街
づ
く
り
を
し
な
が

ら
、
そ
の
利
便
施
設
と
し
て
鉄
道
を
敷
設

し
、
延
伸
し
て
き
た
鉄
道
事
業
者
で
す
。

ご
存
知
の
通
り
、
当
社
は
田
園
調
布
に

代
表
さ
れ
る
住
宅
地
開
発
を
行
う
中
で
、

住
民
の
足
と
し
て
大
量
輸
送
で
き
る
鉄
道

を
敷
設
し
た
の
が
原
点
で
す
。
住
宅
地
を

開
発
し
て
売
却
し
、
鉄
道
敷
設
の
資
金
に
充
当

す
る
こ
と
で
、
延
伸
し
て
い
く
。
街
づ
く
り
と

鉄
道
敷
設
は
両
輪
で
あ
り
、「
街
が
発
展
す
る

た
め
に
何
を
す
べ
き
か
」
と
い
う
思
想
が
常
に

根
底
に
あ
り
ま
す
。

通
常
の
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
異
な
る
の
は
開
発

し
た
土
地
を
売
却
し
て
終
わ
り
と
い
う
の
で
は

な
く
、
鉄
道
敷
設
に
よ
っ
て
不
動
産
の
価
値
を

上
げ
、
こ
こ
に
住
み
た
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る

街
づ
く
り
を
し
て
、
鉄
道
の
乗
降
客
数
を
増
や

し
て
い
く
。
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
安
定
的

な
収
入
源
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、

当
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
―
開
発
か
ら
60
年
が
経
過
し
た
多
摩
田
園
都

市
は
ま
さ
に
象
徴
的
で
す
。

野
本　

多
摩
田
園
都
市
の
35
周
年
記
念
式
典

で
、
五
島
昇
会
長
（
当
時
）
は
、
地
元
の
方
々

「渋谷ヒカリエ」の開業 1 周年を記念して、2013 年 4 月にデビューした「shibuya Hikarie
号」（提供：東急電鉄）
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を
前
に
「
当
社
は
多
摩
田
園
都
市
で
得
た
利
益

は
多
摩
田
園
都
市
に
還
元
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
多
摩
田
園
都
市
の
価
値
が
上
が
る
。
価
値
が

上
が
れ
ば
、
も
っ
と
多
く
の
人
が
住
む
。
さ
ら

に
価
値
が
上
が
る
」
と
話
し
ま
し
た
。

開
発
だ
け
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
住
み
続

け
て
も
ら
う
に
は
ど
う
す
る
の
か
。
鉄
道
と
街

の
発
展
の
相
乗
効
果
を
考
え
る
「
街
づ
く
り
の

思
想
」
が
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
常
に
新
し
い

視
点
で
再
投
資
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
60

年
経
っ
て
も
な
お
成
長
し
続
け
る
多
摩
田
園
都

市
の
姿
に
重
な
っ
て
い
ま
す
。

―
―
多
摩
田
園
都
市
で
は
、
横
浜
市
と
「
次
世

代
郊
外
ま
ち
づ
く
り
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

自
治
体
と
連
携
す
る
意
義
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
本　

例
え
ば
、
民
間
事
業
者
の
み
で
老
朽
化

し
た
集
合
住
宅
等
を
再
開
発
す
る
場
合
、
従
前

と
同
じ
容
積
率
し
か
得
ら
れ
ず
、
単
な
る
建
て

替
え
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
、

そ
れ
な
り
の
コ
ス
ト
を
住
民
が
負
担
す
る
こ
と

に
な
り
、
合
意
形
成
も
難
し
い
。
し
か
し
、
自

治
体
が
入
り
、
高
さ
制
限
や
容
積
率
な
ど
制
度

の
見
直
し
を
行
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
不
足
し

て
い
た
機
能
を
加
え
た
付
加
価
値
の
高
い
建
物

を
つ
く
り
、
周
辺
の
環
境
整
備
も
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
民
間
事
業
者
と
自
治
体
が
連
携
す

る
こ
と
で
、
今
後
進
む
べ
き
、
よ
り
よ
い
街
づ

く
り
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

―
―
２
０
１
２
年
度
か
ら
の
「
中
期
３
か
年
経

営
計
画
」
で
は
「
東
急
沿
線
が
選
ば
れ
る
沿
線

で
あ
り
続
け
る
」「『
ひ
と
つ
の
東
急
』
と
し
て
、

強
い
企
業
集
団
を
形
成
す
る
」
と
い
う
中
長
期

ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

野
本　

そ
の
実
現
に
向
け
て
掲
げ
て
い
る
の
が

「
日
本
一
住
み
た
い
沿
線　

東
急
沿
線
」「
日
本

一
訪
れ
た
い
街　

渋
谷
」「
日
本
一
働
き
た
い
街　

二
子
玉
川
」
の
「
３
つ
の
日
本
一
」
で
す
。

日
本
で
一
番
住
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け

る
沿
線
と
は
、「
安
心
」
で
「
快
適
」
に
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
多
様
な
イ
ン
フ
ラ
が
整
っ
た
沿

線
で
す
。「
安
心
」
の
中
に
は
安
全
も
含
ま
れ

る
。
安
全
な
駅
施
設
、
帰
宅
困
難
者
な
ど
緊
急

時
に
お
け
る
対
応
、
防
犯
対
策
な
ど
タ
ウ
ン
・

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
整
備
も
必
要
で
す
。

「
快
適
さ
」
で
は
、
例
え
ば
共
働
き
が
増
え

て
い
る
若
い
世
代
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
子
育

て
支
援
が
住
み
や
す
さ
に
直
結
し
ま
す
。

２
０
０
３
年
に
第
１
号
と
な
る
保
育
園
を
大
岡

山
駅
近
く
に
開
設
し
ま
し
た
。
以
来
、
現
在
ま

で
に
、
駅
近
く
に
保
育
園
を
13
施
設
誘
致
し
ま

し
た
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
会
社
が
学
童
保
育

「
キ
ッ
ズ
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
」
を
20
施
設
運
営
し

て
い
ま
す
。

―
―
シ
ニ
ア
世
代
の
た
め
の
安
心
、
快
適
に
つ

い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

野
本　

こ
れ
も
、
絶
対
に
必
要
な
も
の
で
す
。

子
ど
も
た
ち
も
独
立
し
、
高
齢
の
夫
婦
ふ
た
り

の
世
帯
と
な
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
う
し
た
方
々
の
た
め
の
取
り
組
み
が
、

今
後
、
当
社
の
主
要
な
事
業
の
一
つ
に
な
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
核
と
な
る
の
が
「
住
み

か
え
」
で
、
駅
郊
外
の
住
ま
い
か
ら
駅
近
に
住

み
か
え
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
仕
組
み
を
今
ま

さ
に
つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

２
０
１
２
年
に
は
、
た
ま
プ
ラ
ー
ザ
駅
の
隣

接
地
に
、
シ
ニ
ア
層
を
主
な
対
象
に
、
定
期
借

地
権
付
き
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
設
し
ま
し
た
。

お
陰
さ
ま
で
即
日
完
売
と
な
る
ほ
ど
好
評
で
、

今
後
は
、
こ
う
し
た
物
件
の
開
発
に
も
取
り
組

ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。ま

た
、
新
規
事
業
と
し
て
２
０
１
２
年
６
月

に
は
、
東
急
グ
ル
ー
プ
が
展
開
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
ご
自
宅
に
お
届
け
す
る

ホ
ー
ム
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
「
東
急

ベ
ル
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
の
各
事

業
に
横
串
を
通
す
よ
う
な
試
み
で
、
シ
ニ
ア
世

代
の
生
活
の
不
便
解
消
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

東
急
グ
ル
ー
プ
は
交
通
事
業
・
不
動
産
事

業
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
柱
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
生

活
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
、
収
益
優
先
で
は
な
く
、

沿
線
の
方
々
に
と
っ
て
必
要
な
事
業
で
あ
る
と

い
う
認
識
と
位
置
付
け
の
下
、
行
っ
て
い
ま
す
。

沿
線
で
の
生
活
を
ト
ー
タ
ル
で
サ
ー
ビ
ス
で
き

る
こ
と
が
東
急
グ
ル
ー
プ
の
強
み
で
あ
り
、「
ひ

と
つ
の
東
急
」
と
し
て
沿
線
の
生
活
環
境
の
向

上
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

常
に
オ
ー
プ
ン
な
発
想
で
街
づ
く
り

―
―
渋
谷
で
は
大
規
模
な
再
開
発
事
業
が
進
行

中
で
す
が
、
あ
ら
た
め
て
、
渋
谷
の
街
の
歴
史

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

野
本　

渋
谷
の
街
は
す
り
鉢
状
の
地
形
の
上
、

線
路
や
川
に
分
断
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
地

形
を
活
か
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
が
１
９
５
６
年

に
開
業
し
た
東
急
文
化
会
館
で
、
東
横
百
貨
店

（
現
・
東
急
百
貨
店
東
横
店
）
と
つ
な
ぐ
跨
道

橋
の
歩
行
者
専
用
通
路
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

面
的
に
渋
谷
の
街
を
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と
い

う
狙
い
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
１
９
６
７
年
に

は
渋
谷
駅
か
ら
５
０
０
ｍ
の
と
こ
ろ
に
東
急
百

貨
店
本
店
を
開
業
し
、
１
９
８
９
年
に
は
複
合

文
化
施
設
の
Ｂ
ｕ
ｎ
ｋ
ａ
ｍ
ｕ
ｒ
ａ
を
オ
ー
プ

ン
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
頃
に
は
、
人
の
流
れ
に

よ
っ
て
自
然
に
街
が
広
が
っ
て
い
く
、
現
在
の

渋
谷
の
街
の
原
型
が
完
成
し
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

ま
た
、
渋
谷
の
街
が
発
展
し
て
い
く
過
程
に

お
い
て
、
西
武
百
貨
店
や
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ
Ｏ
が
開
業

す
る
際
に
も
、
会
長
の
五
島
昇
は
全
く
反
対
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
渋
谷
の
街
を
一
緒

に
盛
り
立
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
オ
ー
プ

ン
な
発
想
で
す
。

そ
れ
は
、
渋
谷
以
外
の
東
急
線
沿
線
、
例
え

ば
二
子
玉
川
や
た
ま
プ
ラ
ー
ザ
、
武
蔵
小
杉
で

も
共
通
し
て
い
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
が

街
の
発
展
に
つ
な
が
る
。
街
が
発
展
す
れ
ば
、

自
社
の
施
設
も
賑
わ
い
、
最
先
端
の
文
化
を
発

信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
多
く
の
お

客
さ
ま
に
ご
来
訪
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
る
。

地下駅舎となった東急東横線渋谷駅の改札（提供：東急電鉄）
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街
や
自
社
の
施
設
に
人
が
来
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
魅
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
自

分
た
ち
の
至
ら
な
さ
の
せ
い
な
ん
で
す
。

わ
れ
わ
れ
鉄
道
事
業
者
は
、
駅
を
拠
点
と
し

て
街
づ
く
り
を
考
え
ま
す
。
駅
は
誰
で
も
利
用

で
き
る
オ
ー
プ
ン
な
施
設
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

街
づ
く
り
に
対
し
て
も
、
常
に
オ
ー
プ
ン
で
あ

る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
渋
谷
の
大
規
模
再
開
発
事
業
の
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
が

２
０
１
２
年
に
開
業
し
ま
し
た
。

野
本　

え
え
。
そ
れ
に
続
く
駅
街
区
や
南
街
区

の
計
画
建
物
も
、
全
部
街
と
つ
な
げ

て
い
こ
う
と
い
う
発
想
で
進
め
て
い

ま
す
。
渋
谷
は
東
急
グ
ル
ー
プ
が
拠

点
と
す
る
街
で
す
か
ら
、
先
ほ
ど
も

申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
渋
谷
が
発
展

す
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
東
急
グ

ル
ー
プ
の
成
長
に
も
つ
な
が
る
。
け

れ
ど
も
、
東
急
グ
ル
ー
プ
だ
け
が
頑

張
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
地
元
住

民
の
方
々
や
同
じ
く
渋
谷
に
拠
点
を

持
つ
Ｊ
Ｒ
東
日
本
、
東
京
メ
ト
ロ
な

ど
の
鉄
道
事
業
者
と
連
携
し
、
力
を

合
わ
せ
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。

渋
谷
の
街
は
、
駅
を
中
心
に
渦
巻

き
状
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
大
規

模
再
開
発
事
業
で
は
、
地
下
か
ら
地

上
、
あ
る
い
は
建
物
内
へ
の
縦
方
向

の
移
動
手
段
も
整
備
し
て
、
さ
ら
に

街
の
回
遊
性
、
移
動
の
利
便
性
を
高

め
て
い
き
ま
す
。
い
つ
も
街
の
中
の
ど

こ
か
に
新
し
い
も
の
が
で
き
て
い
て
、

い
つ
来
て
も
刺
激
や
楽
し
さ
が
あ
る
。

そ
う
い
う
街
だ
か
ら
こ
そ
「
日
本
一
訪
れ
た
い

街
」
に
な
る
。
自
分
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
い

ろ
い
ろ
な
方
々
の
魅
力
や
強
み
を
重
ね
合
わ
せ

て
、
相
乗
効
果
で
渋
谷
の
街
を
発
展
さ
せ
て
い

き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

街
づ
く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
海
外
へ
輸
出

―
―
最
後
に
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
海
外
で
進
め
て

い
る
街
づ
く
り
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

野
本　

日
本
は
人
口
減
少
の
時
代
を
迎
え
て
お

り
、
老
朽
化
し
た
設
備
の
再
生
は
行
わ
れ
て
い

く
で
し
ょ
う
が
、
新
た
な
大
規
模
開
発
の
余
地

は
そ
う
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
ア
ジ
ア
、
特

に
東
南
ア
ジ
ア
に
は
飛
躍
的
な
経
済
成
長
を
目

指
す
国
が
多
く
、
ベ
ト
ナ
ム
も
そ
の
一
つ
で
す
。

ホ
ー
チ
ミ
ン
市
近
郊
に
位
置
す
る
ビ
ン
ズ
ン

省
で
は
都
市
開
発
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
省
都

も
本
年
２
月
に
ト
ゥ
ー
ヤ
モ
ッ
ト
か
ら
開
発
中

の
新
た
な
街
「
ビ
ン
ズ
ン
新
都
市
」
に
移
転
さ

れ
ま
し
た
。
２
０
２
０
年
に
は
ホ
ー
チ
ミ
ン
な

ど
と
並
ぶ
主
要
都
市
、「
中
央
直
轄
市
」
と
な

る
予
定
で
す
。
こ
の
開
発
は
ベ
ト
ナ
ム
の
国
営

デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
海
外
企
業
と
組
ん
で
進
め
て

い
ま
す
。
工
業
団
地
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
企
業

と
手
掛
け
て
お
り
、
住
宅
や
商
業
施
設
な
ど

「
街
」
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
オ
フ
ァ
ー
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。「
東
急
グ
ル
ー
プ
の
街
づ
く

り
」
を
知
っ
た
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
の
ト
ッ
プ
が

多
摩
田
園
都
市
な
ど
を
視
察
さ
れ
た
の
が
き
っ

か
け
で
し
た
。

当
社
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
街
づ
く
り

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
輸
出
で
き
る
好

機
で
あ
り
、
合
弁
会
社

を
設
立
し
て
開
発
に
参

画
し
た
の
で
す
。
現

在
、
約
70

ha
の
「
東
急

ビ
ン
ズ
ン
ガ
ー
デ
ン
シ

テ
ィ
」
と
し
て
開
発
を

進
め
、
既
に
販
売
を
開

始
し
て
い
る
タ
ワ
ー
マ

ン
シ
ョ
ン「
ソ
ラ
・
ガ
ー

デ
ン
ズ
」
を
は
じ
め
戸

建
て
住
宅
な
ど
約
１
万

戸
を
整
備
す
る
ほ
か
、

商
業
・
業
務
施
設
も
設

置
し
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ク

オ
リ
テ
ィ
ー
の
新
都
市
を
開
発
し
て
い
き
ま
す
。

ビ
ン
ズ
ン
省
か
ら
は
、「
利
益
の
一
部
を
街
に

再
投
資
し
な
が
ら
、
街
の
価
値
を
向
上
さ
せ
て

い
き
た
い
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
申
し
出
に
対

し
、
大
き
な
共
感
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
住
宅

販
売
だ
け
で
も
10
年
は
か
か
る
開
発
で
す
か

ら
、
多
摩
田
園
都
市
と
同
じ
よ
う
に
、
長
い
年

月
を
か
け
て
街
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

ま
た
、
こ
の
新
都
市
と
旧
省
都
を
結
ぶ
交
通

は
、
鉄
道
と
な
る
と
建
設
コ
ス
ト
が
多
大
に

な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
主
要
な
交
通
イ
ン
フ
ラ

に
バ
ス
を
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
先
進
的
な

バ
ス
の
運
行
シ
ス
テ
ム
を
輸
出
し
、
開
発
エ
リ

ア
に
住
む
人
々
の
利
便
性
向
上
に
貢
献
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

当
社
が
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
か
し
、
こ
の
新
都
市
で
暮
ら
す
皆
さ
ま
が
豊

か
に
な
る
街
づ
く
り
を
進
め
、
国
際
貢
献
に
つ

な
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「TOKYU BINH DUONG GARDEN CITY」全体像（イメージ）（提供：東急電鉄）
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郊
外
宅
地
開
発
と
鉄
道
網
の
整
備

東
京
西
南
部
の
広
い
エ
リ
ア
に
路
線
網
を
持

つ
東
急
電
鉄
の
歴
史
は
、
明
治
の
実
業
家
・
渋

沢
栄
一
ら
が
１
９
１
８
年
に
興
し
た
田
園
都
市

株
式
会
社
（
田
園
都
市
会
社
）
に
始
ま
る
。

田
園
都
市
会
社
は
、
欧
米
に
見
ら
れ
る
理
想

的
な
住
宅
地
「
田
園
都
市
」
開
発
を
目
指
し
、

洗
足
・
大
岡
山
・
多
摩
川
台
（
現
・
田
園
調

布
）
地
区
の
開
発
を
手
掛
け
、
都
心
部
で
働
く

人
た
ち
が
生
活
す
る
住
宅
地
を
分
譲
し
た
。

田
園
都
市
会
社
が
設
立
と
同
時
に
策
定
し
た

開
発
計
画
書
に
は
「
当
社
の
運
営
す
る
交
通
機

関
を
設
け
て
省
線
、
東
京
市
電
と
連
絡
さ
せ
、

都
心
へ
の
交
通
の
便
を
は
か
る
」
と
あ
る
。

１
９
２
２
年
に
田
園
都
市
会
社
の
鉄
道
部
門
が

独
立
し
て
目
黒
蒲
田
電
鉄
が
設
立
さ
れ
、
先
の

住
宅
地
の
居
住
者
た
ち
の
足
と
な
る
目
黒
線
目

黒

－

蒲
田
間
を
開
通
し
た
。
そ
の
後
、
田
園
都

市
会
社
は
目
黒
蒲
田
電
鉄
と
統
合
し
た
。

一
方
、
東
京
と
横
浜
を
結
ぶ
鉄
道
を
計
画
し

た
東
京
横
浜
電
鉄
は
、
渋
谷

－

桜
木
町
間
を
結

ぶ
東
横
線
を
全
線
開
通
さ
せ
た
後
、
軌
道
の
玉

川
電
気
鉄
道
を
吸
収
合
併
し
て
い
た
。

１
９
３
９
年
、
目
黒
蒲
田
電
鉄
は
池
上
電
気

鉄
道
に
続
い
て
東
京
横
浜
電
鉄
を
吸
収
合
併

し
、
鉄
道
事
業
の
基
盤
を
固
め
た
。
同
時
に
、

沿
線
地
域
に
良
質
な
住
宅
地
を
開
発
し
、
流
通

事
業
や
文
化
事
業
な
ど
街
づ
く
り
に
必
要
な
事

業
を
誕
生
さ
せ
て
い
く
。
こ
う
し
て
現
在
の
東

急
グ
ル
ー
プ
の
基
礎
が
築
か
れ
て
い
っ
た
。

戦
時
中
の
１
９
４
２
年
に
現
在
の
商
号
に
改

称
し
た
東
急
電
鉄
は
、
継
続
し
て
沿
線
地
域
を

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
原
点

で
あ
る
田
園
都
市
会
社
か
ら
受
け
継
い
だ
開
発

思
想
の
下
、
大
規
模
な
「
街
づ
く
り
」
に
着
手

す
る
。
１
９
５
３
年
に
発
表
さ
れ
た
新
都
市
構

想
「
城
西
南
地
区
開
発
趣
意
書
」
を
起
点
と
す

る
多
摩
田
園
都
市
の
開
発
と
幹
線
と
な
る
田
園

都
市
線
の
敷
設
だ
。

60
年
代
か
ら
70
年
代
に
か
け
て
、
東
急
電
鉄

は
宅
地
造
成
と
鉄
道
や
バ
ス
な
ど
交
通
機
関
の

整
備
を
一
体
化
さ
せ
た
総
合
的
な
開
発
計
画
を

進
め
て
い
っ
た
。
鉄
道
は
、
溝
の
口

－

長
津
田

間
の
開
通
の
後
、
西
に
延
伸
を
重
ね
、
渋
谷
方

面
へ
は
地
下
鉄
の
新
玉
川
線
を
開
業
。
１
９
７

９
年
に
は
田
園
都
市
線
・
新
玉
川
線
・
営
団
地

下
鉄
（
現
・
東
京
メ
ト
ロ
）
半
蔵
門
線
の
３
線

直
通
運
転
を
開
始
し
、
１
９
８
４
年
中
央
林
間

を
起
終
点
と
す
る
田
園
都
市
線
が
全
通
し
た
。

住
宅
地
開
発
と
鉄
道
運
輸
を
両
輪
に
、
都
心

と
郊
外
を
結
び
、
継
続
し
て
沿
線
価
値
を
高
め

て
い
く
。
そ
れ
が
東
急
沿
線
の
成
り
立
ち
だ
。

「
街
づ
く
り
」
の
思
想
を
原
点
と
す
る
路
線
は
、

住
み
た
い
路
線
と
し
て
選
ば
れ
、
住
み
継
が
れ

て
い
く
。
東
急
電
鉄
の
歴
史
が
そ
こ
に
あ
る
。

わが国における「田園都市」の原点・田園調布

住みたい街、住み継がれる街

東急沿線

東急路線網の変遷

東急電鉄発祥の路線、目黒－蒲田間を結ぶ目蒲線が開通したのは 1923 年。
それから 90 年を経た現在、東急電鉄の路線は鉄軌道８路線合計で 104.9㎞に及び、
東急線沿線には 500 万人を超える人々が暮らしている。
どの路線も、常に住みたい路線の上位にランクされる東急線。
その理由は、住宅地を開発し、「街」の成長とともに、その理想のかたちを描き変えながら
沿線の価値を継続的に高めてきた、その取り組みにある。

都心部と生活の場である郊外住宅地を結ぶ鉄道路線。
東急電鉄はその発祥の時から、路線の運用を固定化せず、
長期的視野に立ち、鉄道ネットワークの拡充による利便性の向上に取り組み続けてきた。
東急電鉄の鉄道ネットワークは現在もなお、進化を続けている。

文◉香田朝子・茶木　環／撮影◉織本知之
写真提供◉東京急行電鉄株式会社

1

特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］ REPORT. Ⅰ
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特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］

■東急電鉄路線の変遷
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

目黒線
東急多摩川線

1923 目黒蒲田電鉄
 目黒－丸子（現・沼部）目黒線開通
 丸子－蒲田　蒲田線開通
 目黒線・蒲田線を統合し、目蒲線に改称

1926　調布駅を田園調布駅に改称

1928　田園都市株式会社を合併

1939 東京横浜電鉄を合併
 目黒蒲田電鉄が東京横浜電鉄に商号変更

2000 目蒲線の運行系統を目黒線と
 東急多摩川線の２系統に変更

2001 南北線を介し、埼玉高速鉄道と
 相互直通運転を開始

目黒線 
目黒－武蔵小杉
営団（現・東京メトロ）南北線・都営三田線との
相互直通運転を開始

東急多摩川線 多摩川－蒲田
  多摩川園駅を多摩川駅に改称

池上線
1922 池上電気鉄道
 蒲田－池上　開通

1928 大崎広小路－五反田　延伸開通　全線開通
1934 目黒蒲田電鉄が池上電気鉄道を合併

1998 ワンマン運転を開始

1923 池上－雪ヶ谷（現・雪が谷大塚）延伸開通
1927　雪ヶ谷－大崎広小路　延伸開通 

世田谷線 1925 玉川電気鉄道
 支線として三軒茶屋－下高井戸　全通

1938 東京横浜電鉄が玉川電気鉄道を合併　三軒茶屋－下高井戸間を玉川線と呼称
1969 玉川線営業廃止に伴い、残存区間となった三軒茶屋－下高井戸間を世田谷線に改称

大井町線 1927 目黒蒲田電鉄
 大井町－大岡山　大井町線開通

1929 大岡山－二子玉川　開通
 大井町線全線開通

1943 大井町線が溝ノ口（現・溝の口）まで
 乗り入れ開始

1963 溝の口－中央林間間の工事着工に伴い、
 大井町線を田園都市線に改称

2009 溝の口まで延伸

1979 大井町－二子玉川園間を
 田園都市線から分離し、再度、大井町線に改称

こどもの国線 1967 こどもの国線開通
 長津田－こどもの国

2000 通勤線化
 恩田駅開業

田園都市線
1907 玉川電気鉄道
 渋谷－玉川（二子読売園等を経て現・二子玉川）　開通

1927　玉川－溝ノ口（現・溝の口）　溝ノ口線開通

1938 東京横浜電鉄が玉川電気鉄道を合併
 渋谷－玉川間を玉川線と呼称

1954 二子玉川駅を二子玉川園駅に改称

1984 つきみ野－中央林間　開通
 田園都市線全通

2000 田園都市線・新玉川線を田園都市線に統一
 二子玉川園駅を二子玉川駅に改称

2003 営団（現・メトロ）半蔵門線を介し、
 東武伊勢崎線・日光線との直通運転を開始

1966 田園都市線　溝の口－長津田　開通
1968 長津田－つくし野　開通
1969 玉川線（渋谷－二子玉川園）　営業廃止

1972 つくし野－すずかけ台　開通
1976 すずかけ台－つきみ野　開通
1977 渋谷－二子玉川園　新玉川線開通
 田園都市線と新玉川線の直通運転開始（渋谷－長津田）
1978 新玉川線と営団（現・東京メトロ）半蔵門線との相互直通運転開始

1979 田園都市線・新玉川線・半蔵門線の３線直通運転開始 

東横線 1926 東京横浜電鉄
 丸子多摩川（現・多摩川）－神奈川（後に廃止）　神奈川線開通
 目蒲線と相互乗り入れにより、目黒－神奈川間の直通運転開始

1964
営団（現・東京メトロ）日比谷線と相互直通運転開始（日吉－北千住間）

2004
横浜－桜木町間の営業を終了
みなとみらい線開業、相互直通運転開始（渋谷－元町・中華街）

2013
東京メトロ副都心線と相互直通運転開始
副都心線を介し、東武東上線、
西武有楽町線・池袋線との直通運転開始

1927 渋谷－丸子多摩川　渋谷線開通
 渋谷－神奈川間の直通運転開始　東横線に改称

1928　神奈川－高島（後の高島町）　開通

1932 高島町－桜木町　開通　
 東横線全通

 目黒線・蒲田線を統合し、目蒲線に改称

1939 東京横浜電鉄を合併
 目黒蒲田電鉄が東京横浜電鉄に商号変更

 大井町－大岡山　大井町線開通
大岡山－二子玉川　開通

1943 
 乗り入れ開始

大崎広小路－五反田　延伸開通　全線開通
目黒蒲田電鉄が池上電気鉄道を合併

池上－雪ヶ谷（現・雪が谷大塚）延伸開通
雪ヶ谷－大崎広小路　延伸開通

 支線として三軒茶屋－下高井戸　全通
東京横浜電鉄が玉川電気鉄道を合併　三軒茶屋－下高井戸間を玉川線と呼称

 渋谷－玉川（二子読売園等を経て現・二子玉川）　開通

玉川－溝ノ口（現・溝の口）　溝ノ口線開通

東京横浜電鉄が玉川電気鉄道を合併
 渋谷－玉川間を玉川線と呼称

 丸子多摩川（現・多摩川）－神奈川（後に廃止）　神奈川線開通
 目蒲線と相互乗り入れにより、目黒－神奈川間の直通運転開始

 渋谷－丸子多摩川　渋谷線開通
 渋谷－神奈川間の直通運転開始　東横線に改称

　神奈川－高島（後の高島町）　開通

 高島町－桜木町　開通　

戦時中

二子玉川では「日本一働きたい街 二子玉川」の実現を目指し、再開発事業が進んでいる（提供：東急電鉄）
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中央林間

長津田

こどもの国

青葉台
たまプラーザ

鷺沼
溝の口 二子玉川

渋谷

中目黒

半蔵門線

南北線
自由が丘

川崎

Ｊ
Ｒ
山
手
線

五反田
品川

目黒

蒲田

武蔵小杉
日吉

菊名

横浜

元町・中華街

下高井戸

三軒茶屋

こ
ど
も
の
国
線

田園都市線

世田谷線
東京メトロ
副都心線

みなとみらい線

大井町線

東横線

池上線

東
急
多
摩
川
線

目黒線

ＪＲ横浜線

東海道新幹線

日比谷線

ＪＲ東海道本線

ＪＲ横須賀線

Ｊ
Ｒ
南
武
線

多摩川
田園調布 大岡山

旗
の
台

大井町

三田線三田線

中央林間

長津田

こどもの国

青葉台
たまプラーザ

鷺沼 溝の口

二子玉川 渋谷

中目黒

半蔵門線

大井町

ＪＲ山手線

目黒

蒲田

武蔵小杉
日吉

菊名

横浜

桜木町

下高井戸

三軒茶屋

こ
ど
も
の
国
線

田園都市線
世田谷線

都営三田線

大井町線

東横線 池上線
東急多摩川線

目黒線

自
由
が
丘

多摩川
田園調布 大岡山

旗
の
台

五反田
品川

日比谷線

ＪＲ東海道本線

営団南北線

ＪＲ東海道本線

つきみ野

長津田

こどもの国

青葉台 たまプラーザ

鷺沼
溝の口

二子玉川園
渋谷

中目黒

日比谷線

大井町

ＪＲ山手線

五反田

目黒

蒲田

多摩川園
武蔵小杉

日吉

菊名

横浜

桜木町

下高井戸

三軒茶屋

こ
ど
も
の
国
線

田園都市線 新玉川線

世田谷線

大井町線

東横線 池上線

営団半蔵門線

目蒲線

田園調布
自由が丘

大岡山

旗
の
台

品川

ＪＲ東海道本線

溝ノ口

砧本村
二子玉川園 渋谷

中目黒

大岡山

大井町

ＪＲ山手線

五反田

目黒

蒲田

田園調布
多摩川園前

武蔵小杉
日吉

菊名

横浜

桜木町

下高井戸

三軒茶屋

玉川線
世田谷線

大井町線

東横線 池上線

目蒲線

自
由
ヶ
丘

営団日比谷線

旗
の
台

品川

相互直通運転による
鉄道ネットワークの変遷
自社路線の敷設や系統の組み替えなどにより利便性の向上と
輸送力の増強に取り組んできた東急電鉄は、早くから相互直
通運転を開始することで、首都圏の鉄道ネットワーク拡充に
先駆的な役割を果たしてきた。初の相互乗り入れから現在ま
での相互直通運転開始と鉄道ネットワークの変遷をたどる。

1964年 昭和39年
東横線－営団日比谷線－東武伊勢崎線
　東京オリンピック開催を間近に控えた８月 29 日、東横線、営団地下鉄

（現・東京メトロ）日比谷線、東武伊勢崎線の３線相互乗り入れが開始され
た。東横線は中目黒から日比谷線に乗り入れ、都心を抜けて北千住までの
直通運転を開始。東武伊勢崎線は北越谷から北千住を経て中目黒まで、営
団地下鉄は日吉までの折り返し運転を行った。日吉から中目黒、北千住、
北越谷まで全長 49.2㎞の都心を南北に貫く「大動脈」の誕生だった。1979年 昭和54年

田園都市線－営団半蔵門線
　1977 年 4 月 7 日、渋谷 - 二子玉川園（現・二子玉川）間に新玉川線が開業し、同区間で
折り返し運転を開始した。翌年、営団地下鉄（現・東京メトロ）半蔵門線青山一丁目 - 渋谷
間が開通し、新玉川線は半蔵門線との直通運転を開始したが、都心方面に向かう田園都市線
の乗客は、二子玉川園で乗り換える必要があった。1979 年 8 月 12 日、全列車が田園都市
線から新玉川線を経由して半蔵門線へ乗り入れる直通運転を開始した。これに伴い、溝の口
- 長津田の着工により田園都市線と改称された旧大井町線の大井町 - 二子玉川園間は、再び
大井町線として分離した。
　田園都市線はその後、半蔵門線を介して東武伊勢崎線・日光線との直通運転を開始。
2003 年 3 月 19 日、全長約 100㎞の首都圏鉄道ネットワークを構築している。

2000年 平成12年
目黒線－営団南北線・都営三田線
　1990 年代に入ると、東横線の混雑を緩和するため、東急電鉄発祥の路線である目蒲線の
近代化が進められた。「特定都市鉄道整備事業計画」の認定を受け、連続立体交差化に伴う
駅の地下化とホームの改良を進めるとともに、田園調布 - 武蔵小杉間を複々線化。工事の完
成により、2000 年 8 月 6 日、目蒲線を目黒 - 多摩川 - 武蔵小杉間と、多摩川 - 蒲田間の 2
系統に分け、前者を「目黒線」、後者を「東急多摩川線」とした。また、同年 9 月 26 日には
営団地下鉄（現・東京メトロ）南北線、都営地下鉄三田線との相互直通運転を開始。翌年 3
月 28 日には南北線経由で埼玉高速鉄道と相互直通運転を開始している。現在、目黒線は日
吉まで延伸して東横線と併走、東急線全体の利便性を大きく向上させている。

2013年 平成25年
東横線－東京メトロ副都心線
　2004 年 2 月 1日、構想から約 20 年を経てみなとみらい線（Ｍ
Ｍ線）が開業、東横線との相互直通運転を開始した。これに伴い、
横浜 - 桜木町間は廃線となり、東横線は渋谷 - 横浜間の 24.2㎞に
短縮したが、東横線が結ぶ首都圏鉄道ネットワークはさらに飛躍
的な発展を遂げる。2013 年 3 月 16 日、東横線と東京メトロ副都
心線が相互直通運転を開始。これにより、みなとみらい線元町・
中華街から横浜、渋谷を経由して、東京メトロ副都心線、東武東
上線、西武有楽町線・池袋線までが一つの路線として結ばれるこ
とになった。
　東横線に関連する計画路線としては、日吉駅 - ＪＲ東海道貨物
線の横浜羽沢駅付近の区間に連絡線を新設するなどの計画が進み、
2019 年 4 月の相鉄線と東急線の相互直通運転開始が予定されて
いる。
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特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］

―
―
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
は
ど
の
よ
う

な
お
考
え
の
下
に
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
か
。

城
石　
当
社
は
全
営
業
路
線
で
１
０
４・９
㎞
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
自
社
線
だ
け
で
完
結
さ
せ
て
し

ま
う
と
将
来
性
が
乏
し
く
な
る
。
早
く
か
ら
﹆

他
社
線
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
目
指
し
﹆
鉄

道
事
業
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
他
社
線
と
つ
な
が

る
こ
と
で
﹆
当
社
車
両
が
走
る
路
線
長
が
何
倍

に
も
広
が
り
﹆
利
便
性
が
向
上
す
る
。
相
互
に

新
た
な
お
客
さ
ま
を
獲
得
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
初
の
相
互
直
通
運
転
は
１
９
６
４
年
に
東
横

線
と
営
団
地
下
鉄
︵
現
・
東
京
メ
ト
ロ
︶
日
比
谷

線
で
実
現
し
て
い
ま
す
が
﹆
こ
れ
に
よ
り
お
客
さ

ま
は
乗
り
換
え
な
し
で
都
心
に
入
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

ま
た
﹆
す
で
に
工
事
は
完
了
し
ま
し
た
が
﹆
東

横
線
の
田
園
調
布

－日
吉
間
﹆
田
園
都
市
線
の
二

子
玉
川

－溝
の
口
間
で
は
﹆
混
雑
緩
和
を
目
的
に

複
々
線
化
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
東
横
線

で
は
﹆
そ
れ
と
同
時
に
目
黒
線
の
大
規
模
改
良
工

事
を
行
っ
て
﹆
日
吉

－

多
摩
川

－目
黒
の
直
通
運

転
が
で
き
る
よ
う
に
し
﹆
営
団
地
下
鉄
︵
現
・
東

京
メ
ト
ロ
︶
南
北
線
﹆
都
営
地
下
鉄
三
田
線
と
の

相
互
直
通
運
転
を
開
始
し
ま
し
た
。
都
心
へ
の
ア

ク
セ
ス
を
二
つ
に
増
や
し
た
わ
け
で
す
。
田
園
都

市
線
も
同
様
で
す
。
複
々
線
に
す
る
こ
と
だ
け
が

目
的
な
の
で
は
な
く
﹆
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
つ

な
げ
る
た
め
の
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

――
東
横
線
は
み
な
と
み
ら
い
線

と
の
相
直
の
際
に
横
浜

－

桜
木
町

間
が
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

城
石　
東
横
線
の
場
合
は
た
く
さ

ん
の
お
客
さ
ま
に
ご
利
用
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
が
、
横
浜
市
が

進
め
る
み
な
と
み
ら
い
地
区
の
発

展
や
、
横
浜
か
ら
桜
木
町
に
Ｊ
Ｒ

根
岸
線
な
ど
平
行
す
る
路
線
が
複

数
あ
る
こ
と
、
ホ
ー
ム
が
狭
隘

だ
っ
た
横
浜
駅
の
改
良
の
必
要
性

な
ど
、
総
合
的
に
判
断
し
、
東
横

線
が
み
な
と
み
ら
い
線
と
直
通
運

転
を
行
う
こ
と
が
沿
線
の
み
な
ら

ず
横
浜
都
心
部
の
価
値
向
上
に
つ

な
が
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
相
直
事

業
を
進
め
ま
し
た
。
元
町
・
中
華

街
駅
が
終
端
駅
と
な
っ
た
こ
と
で
﹆

観
光
地
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
つ
な
が

り
、
東
京
都
心
部
と
横
浜
を
結
ぶ

新
た
な
路
線
と
な
り
ま
し
た
。

―
―
２
０
１
３
年
３
月
に
開
始
さ
れ
た
東
京
メ

ト
ロ
副
都
心
線
と
の
相
互
直
通
運
転
に
よ
る
効

果
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

城
石　
東
横
線
で
は
﹆
渋
谷

－

横
浜
間
を
通
し

て
乗
ら
れ
る
お
客
さ
ま
が
対
前
年
比
で
10
数
％

ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
副
都
心
線
を
介
し
て
﹆
東

武
線
﹆
西
武
線
と
も
つ
な
が
り
﹆
そ
の
沿
線
に
お

住
ま
い
の
方
々
が
横
浜
や
中
華
街
に
訪
れ
る
。
逆

に
﹆
横
浜
方
面
に
お
住
ま
い
の
方
々
が
川
越
や
秩

父
﹆
飯
能
に
足
を
運
ぶ
。
相
互
に
行
き
来
す
る

需
要
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
東
横
線
自
体
は
通
勤

路
線
で
す
が
﹆
観
光
地
を
持
つ
他
社
線
と
つ
な
が

る
こ
と
で
﹆
東
横
線
も
観
光
路
線
的
な
意
味
合

い
を
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

企
画
切
符
の
販
売
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
﹆
他

社
と
連
携
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
も
始
め

て
い
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
中
、
相
互
直
通
運
転
に
お
け
る

課
題
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

城
石　
相
互
直
通
運
転
で
は
﹆
あ
る
路
線
で
ト

ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
と
接
続
す
る
他
社
線
に
も
影
響

が
出
る
。
今
回
の
５
社
間
の
相
互
直
通
運
転
で

は
﹆
さ
ら
に
複
雑
に
な
り
ま
す
。
異
常
時
あ
る
い

は
運
転
事
故
が
あ
っ
た
時
に
﹆
い
か
に
影
響
を
少

な
く
す
る
か
。
運
輸
司
令
所
で
情
報
を
共
有
し

て
﹆
相
互
直
通
を
切
り
離
し
﹆
速
や
か
に
単
独
で

運
行
を
再
開
で
き
る
形
の
ル
ー
ル
を
﹆
約
２
年
か

け
て
取
り
決
め
ま
し
た
。
そ
こ
は
事
業
者
サ
イ
ド

か
ら
す
る
と
一
番
難
し
い
ポ
イ
ン
ト
で
し
た
。

ま
た
﹆
東
横
線
に
関
し
て
は
﹆
10
両
編
成
と

８
両
編
成
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
非
常
時
の
運

行
再
開
に
は
優
等
列
車
を
各
駅
停
車
に
変
更
す

る
た
め
﹆
ホ
ー
ム
が
短
い
駅
で
は
10
両
編
成
に
対

応
す
る
設
備
を
整
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
今
後
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拡
充
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
計
画
を
お
持
ち
で
す
か
。

城
石　

東
横
線
と
相
鉄
線
と
の
相
互
直
通
を

２
０
２
０
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
に
完
成
さ
せ

ま
す
。
日
吉
か
ら
新
横
浜
を
経
由
し
て
相
鉄
線

西
谷
に
つ
な
が
る
路
線
で
、
鉄
道
・
運
輸
機
構
が

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
﹆
運
輸
政
策
審
議
会
答
申

第
18
号
で
は
﹆
東
急
多
摩
川
線
の
蒲
田
駅
と
京

急
電
鉄
の
京
急
蒲
田
駅
を
連
絡
す
る
蒲
蒲
線
を

新
設
し
﹆
京
急
空
港
線
に
乗
り
入
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
﹆
鉄
道

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
可
能
性
を
探
り
﹆
当
社

線
と
首
都
圏
鉄
道
の
利
便
性
向
上
を
目
指
し
て

い
き
ま
す
。

INTERVIEW

他社との
鉄道ネットワーク構築で
利便性向上を目指す
路線網に先進の思想を吹き込み、
長い年月をかけて築き上げた鉄道ネットワーク。
他社との相互直通運転など、東急電鉄ならではの
鉄道における思想とその試みについて、お話を伺った。

東京急行電鉄株式会社　
執行役員 鉄道事業本部長

城石文明
FumiakiSHIROISHI
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鉄
道
と
一
体
化
し
た
街
づ
く
り 

東
急
多
摩
田
園
都
市
は
、
川
崎
、
横
浜
、
町

田
、
大
和
の
４
市
に
ま
た
が
る
東
京
西
南
部
の

多
摩
丘
陵
一
部
エ
リ
ア
で
、
田
園
都
市
線
梶
が

谷

－

中
央
林
間
間
の
沿
線
地
域
。
都
心
か
ら
15

～
35
㎞
、
開
発
総
面
積
約
５
０
０
０
ha
、
２
０

１
３
年
４
月
現
在
の
人
口
は
約
60
万
８
７
０
０

人
を
数
え
る
。

そ
の
開
発
の
歴
史
は
、
戦
後
、
経
済
活
動
が
活

発
化
し
始
め
て
い
た
１
９
５
０
年
代
前
半
に
始

ま
っ
た
。
当
時
、
東
京
の
人
口
は
毎
年
50
万
人
増

加
し
、
将
来
的
な
東
京
の
人
口
過
密
を
予
測
し
た

東
急
電
鉄
の
五
島
慶
太
会
長
（
当
時
）
は
、
そ
の

解
決
策
と
し
て
、
１
９
５
３
年
１
月
、「
城
西
南

地
区
開
発
趣
意
書
」
を
発
表
。「
第
二
の
東
京
」

を
目
指
す
田
園
都
市
づ
く
り
の
構
想
を
示
し
た
。

そ
れ
は
「
南
を
東
横
線
、
北
を
小
田
急
線
、

東
西
に
国
鉄
（
当
時
）
横
浜
線
と
南
武
線
に
囲

ま
れ
た
厚
木
大
山
街
道
（
現
・
国
道
２
４
６
号

線
）
沿
い
に
５
０
０
万
坪
の
ほ
ど
の
山
林
・
原

野
を
買
収
し
て
開
発
し
、
高
速
道
路
か
鉄
道
で

東
京
と
結
ぶ
」
と
い
う
壮
大
な
計
画
だ
。

こ
の
構
想
は
、
土
地
利
用
計
画
な
ど
を
織
り

込
ん
だ
「
多
摩
川
西
南
新
都
市
計
画
」
に
具
体

化
さ
れ
、
東
急
電
鉄
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
田
園
都

市
会
社
が
手
掛
け
た
田
園
調
布
や
洗
足
な
ど
の

住
宅
地
開
発
に
倣
い
、
宅
地
造
成
と
交
通
機
関

の
整
備
を
一
体
化
し
て
街
づ
く
り
を
行
う
新
都

市
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。

開
発
は
、
東
急
電
鉄
と
地
元
地
権
者
が
土
地

区
画
整
理
組
合
を
つ
く
る
土
地
区
画
整
理
事
業

方
式
で
進
め
ら
れ
た
。
東
急
電
鉄
は
、
組
合
の

保
留
地
を
一
括
し
て
取
得
す
る
こ
と
を
条
件
に

事
業
資
金
を
提
供
し
、
事
業
の
す
べ
て
を
代
行

す
る
業
務
一
括
代
行
方
式
を
創
案
。
こ
の
手
法

は
後
に
「
東
急
方
式
」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
に
よ

り
、
そ
の
後
の
街
づ
く
り
は
東
急
電
鉄
が
主
導

し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
１
９
５
９
年
に
野

川
第
一
土
地
区
画
整
理
組
合
を
設
立
し
た
の
を

皮
切
り
に
、
現
在
ま
で
に
58
の
区
画
整
理
組
合

に
よ
る
事
業
を
竣
工
し
て
い
る
。

最
初
の
区
画
整
理
事
業
と
な
っ
た
川
崎
市
野

川
地
区
は
、
後
に
続
く
開
発
の
モ
デ
ル
地
区
と

し
て
整
備
さ
れ
、
１
９
６
１
年
に
竣
工
し
て
い

る
。
開
発
前
は
大
部
分
が
農
地
や
山
林
だ
っ
た

た
め
、
ガ
ス
、
電
気
、
水
道
な
ど
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
の
敷
設
も
宅
地
造
成
工
事
と
並
行
し
て
施
工

す
る
と
と
も
に
、
路
線
バ
ス
を
開
設
し
て
住
民

の
足
を
確
保
し
た
。

そ
の
後
、
東
急
電
鉄
は
、
新
都
市
の
動
脈
と

し
て
大
井
町
線
を
延
伸
し
、
溝
ノ
口

－

長
津
田

間
20
・
1
㎞
の
鉄
道
敷
設
を
計
画
。
工
事
着
工

の
１
９
６
３
年
に
は
、
新
都
市
を
「
多
摩
田
園

都
市
」
と
命
名
し
、
大
井
町
線
も
「
田
園
都
市

線
」
に
改
称
す
る
。
以
降
、
田
園
都
市
線
は
、

開
発
と
一
体
と
な
っ
て
延
伸
を
重
ね
て
い
っ
た
。

よ
り
よ
い
街
づ
く
り
を
目
指
し
て

土
地
区
画
整
理
事
業
方
式
に
よ
る
開
発
は
、

組
合
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
順
次
、
事
業

が
動
い
て
い
く
。
１
９
６
６
年
３
月
、
東
急
電

鉄
は
、
田
園
都
市
線
開
業
に
先
立
ち
、
開
通
後

の
街
づ
く
り
に
向
け
た
「
ペ
ア
シ
テ
ィ
計
画
」

を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
、
個
々
の
開
発
を
関
係

づ
け
た
多
摩
田
園
都
市
全
体
の
都
市
ビ
ジ
ョ
ン

を
示
す
も
の
で
、「
プ
ラ
ザ
」「
ビ
レ
ッ
ジ
」「
ク

ロ
ス
ポ
イ
ン
ト
」
と
い
う
３
種
類
の
拠
点
を
つ

　　　　  
1953 1月   「城西南地区開発趣意書」発表

1956 6月   「城西南地区都市計画」を「多摩川西南新都市計画」と改
称、土地利用計画等を織り込む

1959 6月  野川第一土地区画整理事業（川崎市）起工式

1963 10月   大井町線溝ノ口 ⊖ 長津田間着工。これを機に新都市を「多
摩田園都市」と命名、大井町線を「田園都市線」と改称

1966 3月  「ペアシティ計画」発表

 4月  田園都市線溝の口 ⊖ 長津田間（14.2㎞）開通　　

1968 4月  田園都市線長津田 ⊖ つくし野間（1.2㎞）開通

1970 1月  人口が 10 万人を超える
   （これまでに 12 の区画整理事業が竣工）

1972 4月  田園都市線つくし野 ⊖すずかけ台間（1.22㎞）開通

1973 8月  「アミニティプラン多摩田園都市」策定

1976 4月  人口が 20 万人を超える
   （これまでに 29 の区画整理事業が竣工）

 10月  田園都市線すずかけ台 ⊖つきみ野間（2.3㎞）開通

1977 4月  新玉川線渋谷 ⊖ 二子玉川園間（9.4㎞）開通

1979 8月   田園都市線・新玉川線・営団地下鉄半蔵門線の相互直通運
転開始

     大井町 ⊖ 二子玉川園間を大井町線、二子玉川園－つきみ野
間を田園都市線と呼称

1980 4月  人口が 30 万人を超える
   （これまでに 38 の区画整理事業が竣工）

1982 10月  たまプラーザ東急ショッピングセンター開業

1984 4月   つきみ野 ⊖ 中央林間間（1.2㎞）開通により、田園都市線全通

1987 4月  人口が 40 万人を超える
   （これまでに 46 の区画整理事業が竣工）

 10月  東急ケーブルテレビジョン（現・iTSCOM）開局

1988 5月  「日本建築学会賞」を受賞

 6月  「多摩田園都市 21 プラン」策定　

1989 10月  「緑の都市賞」で内閣総理大臣賞を受賞

 12月  田園都市線は踏み切りゼロ路線となる

1997 4月  人口が 50 万人を超える
   （これまでに 53 の区画整理事業が竣工）

2000 ３月  こどもの国線（全長 3.4㎞）通勤線化、恩田駅開業

2001 10月  国土交通大臣より「都市緑化功労者賞」を受賞

2003 5月  「日本都市計画学会賞 石川賞」受賞　  

2005 11月   「東急田園都市線・たまプラーザ駅周辺開発計画」起工式

2010 10月   たまプラーザ駅改良と合わせて開発された「たまプラーザ テ
ラス」がグランドオープン

2011 4月  人口が 60 万人を超える
   （これまでに 56 の区画整理事業が竣工）

2012 4月   横浜市と東急電鉄が「次世代郊外まちづくり」の推進に関す
る協定を締結

 6月   「次世代郊外まちづくり」のモデル地をたまプラーザ駅北側
地区に決定

2013 6月   「次世代郊外まちづくり基本構想 2013 ―東急田園都市線沿
線モデル地区におけるまちづくりビジョン―」を策定

　　　　  
1953 1月   

1956 6月   「城西南地区都市計画」を「多摩川西南新都市計画」と改

1959 6月  野川第一土地区画整理事業（川崎市）起工式

1963 10月   大井町線溝ノ口 ⊖ 長津田間着工。これを機に新都市を「多
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 4月  田園都市線溝の口 ⊖ 長津田間（14.2㎞）開通　　

1968 4月  田園都市線長津田 ⊖ つくし野間（1.2㎞）開通

1970 1月  
   （これまでに 12 の区画整理事業が竣工）

1972 4月  田園都市線つくし野 ⊖すずかけ台間（1.22㎞）開通

1973 8月  

1976 4月  
   （これまでに 29 の区画整理事業が竣工）

 10月  田園都市線すずかけ台 ⊖つきみ野間（2.3㎞）開通

1977 4月  新玉川線渋谷 ⊖ 二子玉川園間（9.4㎞）開通

1979 8月   田園都市線・新玉川線・営団地下鉄半蔵門線の相互直通運

     大井町 ⊖ 二子玉川園間を大井町線、二子玉川園－つきみ野

1980 4月  
   （これまでに 38 の区画整理事業が竣工）

1982 10月  たまプラーザ東急ショッピングセンター開業

1984 4月   つきみ野 ⊖ 中央林間間（1.2㎞）開通により、田園都市線全通

1987 4月  
   （これまでに 46 の区画整理事業が竣工）

 10月  東急ケーブルテレビジョン（現・iTSCOM）開局

1988 5月  「日本建築学会賞」を受賞

 6月  

1989 10月  「緑の都市賞」で内閣総理大臣賞を受賞

 12月  田園都市線は踏み切りゼロ路線となる

1997 4月  
   （これまでに 53 の区画整理事業が竣工）

2000 ３月  こどもの国線（全長 3.4㎞）通勤線化、恩田駅開業

2001 10月  国土交通大臣より「都市緑化功労者賞」を受賞

2003 5月  「日本都市計画学会賞 石川賞」受賞　  

2005 11月   「東急田園都市線・たまプラーザ駅周辺開発計画」起工式

2010 10月   たまプラーザ駅改良と合わせて開発された「たまプラーザ テ

2011 4月  
   （これまでに 56 の区画整理事業が竣工）

2012 4月   

 6月   「次世代郊外まちづくり」のモデル地をたまプラーザ駅北側

2013 6月   

多摩田園都市60年のあゆみ

赤字：開発の全体計画　青字：人口

多摩田園都市60周年
2013 年、東急電鉄が多摩田園都市の開発を開始してから 60 周年を迎えた。
郊外住宅地の開発と鉄道敷設を一体化して進め、
開発の進展に合わせてマスタープランを策定。
継続して育てられてきた街は、変わることのない高いブランドイメージを誇っている。

「選ばれ続ける沿線」の街づくりの歴史を振り返る。

2
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特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］

く
り
、
そ
の
周
囲
に
緑
・
交
通
・

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
張
り
巡
ら
せ
る
こ
と
で

段
階
的
に
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と

い
う
試
み
だ
っ
た
。「
ペ
ア
シ

テ
ィ
」
と
い
う
呼
称
は
、
多
摩
川

丘
陵
で
採
れ
る
「
梨
」
に
ち
な

み
、
そ
こ
に
は
梨
が
実
る
豊
か
な

自
然
環
境
と
都
市
的
環
境
を
両
立

す
る
新
し
い
都
市
を
つ
く
る
と
い

う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
い

う
。同

年
４
月
、
多
摩
田
園
都
市
の

中
央
を
貫
く
田
園
都
市
線
溝
の
口

－

長
津
田
間
が
開
業
。
東
急
電
鉄

は
、
分
譲
地
の
購
入
者
を
対
象
に

住
宅
相
談
や
水
道
・
ガ
ス
の
申
し

込
み
手
続
き
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

な
ど
利
便
施
設
を
開
設
す
る
と
と

も
に
、
用
地
を
提
供
す
る
な
ど
し

て
郵
便
局
や
交
番
、
消
防
出
張
所

な
ど
行
政
施
設
の
誘
致
を
積
極
的

に
行
い
、
沿
線
住
民
の
生
活
基
盤

を
整
え
て
い
っ
た
。

や
が
て
70
年
代
に
入
る
と
、
早

期
の
人
口
定
着
を
目
指
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
施
策
が
功
を
奏
し
、
多
摩

田
園
都
市
は
急
速
な
成
長
を
見
せ

て
い
く
。
東
急
電
鉄
は
「
ペ
ア
シ

テ
ィ
計
画
」
に
続
き
、
１
９
７
３

年
８
月
、
街
の
質
的
向
上
を
目
指

す
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
「
ア
ミ
ニ

テ
ィ
プ
ラ
ン
多
摩
田
園
都
市
」
を

策
定
。
開
発
か
ら
「
快
適
性
を
求

め
る
街
づ
く
り
」
に
軸
足
を
移
し
、
都
市
サ
ー

ビ
ス
施
設
の
拡
充
や
教
育
施
設
の
誘
致
、
緑
地

の
整
備
な
ど
の
環
境
づ
く
り
と
、
駅
を
中
心
と

す
る
街
づ
く
り
を
打
ち
出
し
た
。

こ
の
時
、
田
園
都
市
線
は
す
ず
か
け
台
ま
で

開
通
し
て
お
り
、
二
子
玉
川
か
ら
渋
谷
方
面
へ

は
、
地
下
鉄
・
新
玉
川
線
の
工
事
が
進
行
中

だ
っ
た
。
新
玉
川
線
が
開
業
し
、
田
園
都
市
線

が
新
玉
川
線
を
経
由
し
て
営
団
地
下
鉄
（
現
・

東
京
メ
ト
ロ
）
半
蔵
門
線
へ
の
乗
り
入
れ
を
開

始
し
た
の
は
１
９
７
９
年
８
月
。
田
園
都
市
線

は
す
で
に
、｢

住
み
た
い
沿
線｣

と
し
て
の
地
歩

を
固
め
、
多
摩
田
園
都
市
の
人
口
は
ま
も
な
く

30
万
人
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

比
類
な
い
画
期
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

東
急
電
鉄
は
、
開
発
の
進
展
と
時
代
の

変
化
に
合
わ
せ
、
街
づ
く
り
の
方
向
性
を

確
認
し
な
が
ら
開
発
を
深
化
さ
せ
て
い
っ

た
。そ

れ
ま
で
に
46
の
区
画
整
理
事
業
が

竣
工
し
、
人
口
が
40
万
人
を
超
え
て
い

た
１
９
８
８
年
６
月
に
は
新
た
な
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
「
多
摩
田
園
都
市
21
プ
ラ

ン
」
を
策
定
。
質
の
高
い
住
環
境
の
形

成
、
頭
脳
集
約
型
の
新
し
い
産
業
機
能

の
誘
致
、
固
有
文
化
の
形
成
の
三
つ
を

柱
に
、「
住
む
」
だ
け
で
は
な
い
、
自

立
性
の
高
い
多
機
能
型
都
市
を
目
指
す

基
本
理
念
が
示
さ
れ
た
。
多
摩
田
園
都

市
に
お
け
る
東
急
電
鉄
の
街
づ
く
り
が

開
発
か
ら
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
時
代
に
ス

テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
。

常
に
よ
り
よ
い
街
づ
く
り
を
目
指
し
た
多
摩

田
園
都
市
は
、
建
築
の
分
野
で
は
最
高
の
賞
と

い
わ
れ
る
「
日
本
建
築
学
会
賞
」
や
民
間
で
は

初
と
な
る
「
緑
の
都
市
賞

内
閣
総
理
大
臣
賞
」

な
ど
数
々
の
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
２
０
０
３

年
に
受
賞
し
た
「
日
本
都
市
計
画
学
会
賞

石

川
賞
」
で
は
「
国
内
で
は
比
類
の
な
い
画
期
的

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
の
評
価
を
獲
得
し
た
。

東
急
電
鉄
は
、「
街
づ
く
り
」
を
俯
瞰
で
捉

え
、
沿
線
に
住
ま
う
人
々
を
主
役
に
、
そ
こ
で
営

ま
れ
る
生
活
を
基
準
に
、
街
を
継
続
し
て
育
て

て
き
た
。
そ
し
て
開
発
着
手
か
ら
60
年
を
経
た

現
在
、
多
摩
田
園
都
市
で
は
、
東
急
電
鉄
の
次

世
代
に
向
け
た
街
づ
く
り
が
動
き
出
し
て
い
る
。

たまプラーザの住宅地区。美しい街並みが整備されている（提供：東急電鉄）

1966 年に開業したたまプラーザ駅。2010 年、駅改良と合わせ開発された「たまプラーザ テラス」がグランド
オープンした。駅をおおう大屋根が印象的なデザインになっている
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沿
線
価
値
を
高
め
る
事
業
を
推
進

初
期
の
開
発
か
ら
60
年
が
経
ち
、「
住
み
た
い

街
」
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の
高
い
多
摩

田
園
都
市
の
街
に
も
、
住
民
の
高
齢
化
や
住
宅

の
老
朽
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
顕
在
化

し
つ
つ
あ
る
。

そ
う
し
た
中
、
東
急
電
鉄
で
は
２
０
１
２
年

４
月
に
「
中
期
３
か
年
経
営
計
画
」
を
策
定
。

中
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
「
東
急
沿
線
が
『
選

ば
れ
る
沿
線
』
で
あ
り
続
け
る
」
た
め
、
グ

ル
ー
プ
の
力
を
「
ひ
と
つ
の
東
急
」
に
結
集
、

沿
線
の
生
活
価
値
を
向
上
さ
せ
る
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
の
筆
頭
と
な
る
住
宅
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事

業
で
は
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た
沿
線

で
の
「
住
み
か
え
」
を
軸
に
、
事
業
メ
ニ
ュ
ー
を

拡
充
し
て
い
る
。
郊
外
の
戸
建
て
住
宅
に
住
む

シ
ニ
ア
世
代
に
は
利
便
性
が
高
く
賑
わ
い
の
あ

る
駅
周
辺
住
宅
へ
、
新
た
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
に

は
子
育
て
の
環
境
が
整
っ
た
郊
外
へ
住
み
か
え

を
誘
導
す
る
。
循
環
型
の
ま
ち
づ
く
り
を
行
う

こ
と
で
、
多
様
な
世
代
が
交
じ
り
合
い
、
活
気

あ
る
住
宅
地
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　

住
み
か
え
に
関
す
る
事
業
と
し
て
は
、「
ア
・

ラ
・
イ
エ
」
事
業
が
、
建
て
替
え
・
フ
ル
リ
フ
ォ
ー

ム
・
耐
震
補
強
な
ど
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
。
サ
ー
ビ

ス
付
き
シ
ニ
ア
住
宅
事
業
の
「
東
急
ウ
ェ
リ
ナ
」

で
は
、
シ
ニ
ア
世
代
が
安
心
し
て
快
適
に
暮
ら
せ

る
サ
ー
ビ
ス
付
き
の
住
ま
い
を
提
供
し
て
い
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
事
業
で
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
分

譲
マ
ン
シ
ョ
ン
「
ド
レ
ッ
セ
」
シ
リ
ー
ズ
が
好
評

で
、
若
年
世
代
に
加
え
、
戸
建
住
宅
か
ら
住
み

か
え
る
シ
ニ
ア
世
代
が
増
え
て
い
る
。

ま
た
、
持
ち
家
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
感
じ

る
若
年
世
代
向
け
に
は
、
駅
や
商
店
街
が
近
く

利
便
性
が
高
い
立
地
に
、
賃
貸
住
宅
事
業
を
展

開
。
若
年
世
代
の
流
入
を
促
進
し
て
い
る
。

一
方
、
生
活
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
し
て
、
２
０
１

２
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
、
ホ
ー
ム
・
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
「
東
急
ベ
ル
」
だ
。
専
門
の

ス
タ
ッ
フ
が
商
品
の
宅
配
や
、
家
の
中
の
さ
ま
ざ

ま
な
困
り
ご
と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
横
浜
市
・
川

崎
市
の
一
部
の
地
区
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
サ
ー
ビ

ス
は
、
現
在
、
田
園
都
市
線
を
は
じ
め
東
急
線

沿
線
の
大
部
分
で
利
用
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

子
育
て
支
援
事
業
に
つ
い
て
も
力
を
注
い
で

い
る
。
２
０
０
３
年
に
駅
近
く
の
立
地
に
保
育

園
を
開
設
し
て
以
来
、
東
急
電
鉄
が
保
有
す
る

施
設
に
保
育
園
事
業
者
を
誘
致
し
、
現
在
14
施

設
を
展
開
。
２
０
０
８
年
に
開
始
し
た
民
間
学

童
保
育
「
キ
ッ
ズ
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
」
も
20
施

設
に
増
え
た
。
子
育
て
の
環
境
が
充
実
し
た
沿

線
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

住
民
を
主
役
に
街
を
再
生

大
都
市
近
郊
の
郊
外
住
宅
地
が
抱
え
る
課
題

は
共
通
し
て
い
る
。
同
時
期
入
居
に
よ
る
地
域

の
急
激
な
高
齢
化
と
若
い
世
代
の
減
少
、
住
宅

や
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化
、
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
希
薄
化
だ
。

「
選
ば
れ
る
沿
線
」
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
施
策
で
沿
線
価
値
の
向
上
に
取
り
組

む
東
急
電
鉄
だ
が
、
こ
う
し
た
課
題
は
、
一
企

業
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

東
急
電
鉄
同
様
、
横
浜
市
も
行
政
と
し
て
郊

外
住
宅
地
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
従
来
の

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
解
決
策

を
見
い
だ
す
こ
と
が
難
し
い
。

と
も
に
抜
本
的
な
解
決
を
求
め
た
横
浜
市
と

東
急
電
鉄
は
「
郊
外
住
宅
地
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

あ
り
方
」
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
立
場
を
超
え

た
議
論
を
開
始
し
た
。

「
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
に
は
、
狩
猟
型
と
農
耕
型
が

あ
る
が
、
東
急
電
鉄
は
街
を
育
て
る
農
耕
型
。

し
か
も
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
街
づ
く

り
を
点
で
は
な
く
面
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

強
み
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
ハ
ー
ド
先
行

の
開
発
だ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
ソ
フ
ト
の
開

発
、
都
市
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
重
要
に
な
っ
て
く

る
。
そ
の
た
め
に
は
行
政
の
力
が
必
要
だ
」
と
、

都
市
開
発
事
業
本
部
都
市
戦
略
事
業
部
企
画
開

発
部
の
東
浦
亮
典
統
括
部
長
は
語
る
。

２
０
１
２
年
４
月
、
横
浜
市
と
東
急
電
鉄
は

「
次
世
代
郊
外
ま
ち
づ
く
り
」
の
推
進
に
関
す
る

協
定
を
締
結
。
郊
外
住
宅
地
が
抱
え
る
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
に
対
し
て
、
地
域
住
民
・
行
政
・
大

学
・
民
間
事
業
者
が
連
携
・
協
働
し
て
解
決
し

て
い
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
動
さ
せ
た
。

モ
デ
ル
地
区
に
は
、
た
ま
プ
ラ
ー
ザ
駅
北
側

地
区
（
横
浜
市
青
葉
区
美
し
が
丘
１
～
３
丁
目
）

が
選
定
さ
れ
た
。
同
地
区
は
、
１
丁
目
が
古
く

か
ら
あ
る
集
合
住
宅
、
２
丁
目
が
比
較
的
新
し

い
集
合
住
宅
、
３
丁
目
は
戸
建
て
住
宅
が
集
ま

東京急行電鉄株式会社　
都市開発事業本部 都市戦略事業部
企画開発部 統括部長

東浦亮典
RyosukeTOUURA

次世代郊外まちづくり
現在、多摩田園都市では、たまプラーザを中心に

「次世代郊外まちづくり」がスタートしている。
東京郊外の住宅地に共通する課題を解決し、
住みやすく活気に満ちた街を維持していく。住みたい街から、住み継がれる街へ。
その基本構想には、街の価値向上に取り組む東急電鉄の
強い願いと信念が込められている。
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特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］

る
約
６
５
０
０
世
帯
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
選
定
理
由
に
つ
い
て
、
東
浦
統
括
部
長

は
「
初
期
に
開
発
さ
れ
た
地
区
の
一
つ
で
、
高
齢

化
や
建
物
の
老
朽
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

顕
在
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
住
民
発
意
の
建
築

協
定
や
地
区
計
画
の
策
定
な
ど
、
住
民
の
地
域

に
対
す
る
誇
り
も
環
境
や
景
観
に
対
す
る
意
識

も
高
い
」
と
説
明
す
る
。

こ
の
モ
デ
ル
地
区
の
住
民
を
対
象
に
、「
ま
ち

づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
中
心
と
し
た
住

民
参
画
の
取
り
組
み
や
各
種
検
討
部
会
、
街
づ

く
り
活
動
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
テ
ー
マ
や
事
例
を

学
ぶ
「
た
ま
プ
ラ
大
学
」
な
ど
を
実
施
し
た
。

横
浜
市
と
東
急
電
鉄
の
主
導
で
は
あ
る
が
、
住

民
参
加
型
の
取
り
組
み
を
設
け
る
こ
と
で
「
地

域
住
民
を
早
い
段
階
か
ら
巻
き
込
む
」
こ
と
が

狙
い
だ
。

「
産
・
官
が
連
携
し
て
も
、
こ
こ
に
民
・
学
を

入
れ
な
け
れ
ば
、
街
の
再
生
は
う
ま
く
い
か
な

い
。
特
に
、
住
民
が
主
役
と
な
る
こ
と
が
重
要

だ
。
街
を
つ
く
る
主
役
が
企
業
や
行
政
か
ら
住

民
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の

時
代
の
真
の
街
づ
く
り
が
で
き
る
」
と
東
浦
統

括
部
長
は
語
る
。

多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実
現
す
る
街

２
０
１
３
年
６
月
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
取
り

組
み
や
検
討
成
果
を
ま
と
め
、「
次
世
代
郊
外
ま

ち
づ
く
り
基
本
構
想
２
０
１
３
─
東
急
田
園
都

市
線
沿
線
モ
デ
ル
地
区
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り

ビ
ジ
ョ
ン
─
」
を
発
表
し
、「
豊
か
さ
」「
暮
ら

し
」「
住
ま
い
」「
土
台
」「
仕
組
み
」
の
五
つ
の

基
本
方
針
と
10
の
取
り
組
み
を
、
良
好
な
住
宅

地
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
・
再
生
を
実
現
す
る

ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
提
示
し
た
。

ま
た
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
整
え
、
同
時
に
若
い

世
代
を
惹
き
つ
け
る
新
し
い
郊
外
の
魅
力
を
つ

く
る
、
そ
の
両
方
を
実
現
し
て
い
く
た
め
、
目

指
す
街
の
将
来
像
を
「
Ｗ
Ｉ
Ｓ
Ｅ

Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｙ
」

と
名
付
け
た
。
こ
れ
は
「
健
康
」「
最
先
端
情
報

技
術
」「
生
活
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
と
持
続
可
能

性
」「
環
境
へ
の
配
慮
」
を
意
味
す
る
英
語
の
頭

文
字
を
と
っ
た
造
語
で
、「
賢
い
ま
ち
づ
く
り
」

を
目
指
す
と
い
う
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
Ｗ
Ｉ
Ｓ
Ｅ

Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｙ
」
の
実
現
に
向
け
て

は
、「
次
世
代
郊
外
ま
ち
づ
く
り
」
の
取
り
組
み

姿
勢
と
し
て
「
多
世
代
が
お
互
い
に
助
け
合
う

ま
ち
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）」「
多
様
性
の
実
現
」

「
地
域
住
民
・
行
政
・
民
間
事
業
者

－－

新
し
い

連
携
と
役
割
分
担
」「
分
野
横
断
の
一
体
的
解
決

と
規
制
の
見
直
し
」「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ビ
ン

グ
・
モ
デ
ル
」
の
五
つ
が
掲
げ
ら
れ
た
。

こ
の
中
に
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ビ
ン

グ
・
モ
デ
ル
」
と
は
、
郊
外
住
宅
地
の
歩
い
て

暮
ら
せ
る
生
活
圏
の
中
に
、
暮
ら
し
の
基
盤
と

な
る
住
ま
い
や
住
民
の
交
流
、
医
療
や
介
護
、

子
育
て
支
援
、
教
育
、
就
労
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
街
の
機
能
を
結
合
さ
せ
て
い
く
考
え
方
だ
。

徒
歩
圏
内
に
暮
ら
し
の
機
能
が
集
約
さ
れ
れ

ば
、
高
齢
者
も
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
。
従
来
の
良
好
な
住
環
境
を
守
る
こ
と
を
前

提
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
住
む
場
所
に
特
化

さ
れ
て
い
た
郊
外
住
宅
地
を
、「
住
む
」「
活
動

す
る
」「
交
流
す
る
」「
働
く
」、
多
様
な
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
実
現
で
き
る
街
へ
再
構
築
し
て

い
く
。

「
郊
外
住
宅
地
の
高
齢
化
問
題
は
、
今
後
、
加

速
度
的
に
急
増
し
て
い
く
高
齢
者
の
『
数
』
に

1多様化する住宅ニーズに対応する「ア・ラ・イエ」センター 23「東急ベル」では
スタッフが「家ナカ」での買い物や困りごとに対応する（提供：東急電鉄）

4 2012 年４月、協定を締結した横浜市の林文子市長と東急電鉄の野本弘文社長 5
「まちづくりワークショップ」の様子 6「たまプラ大学」の様子（提供：東急電鉄）
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あ
る
。
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
準
備
を
早
く
進
め

な
い
と
、
郊
外
の
街
は
一
気
に
衰
退
し
て
し
ま

う
。『
次
世
代
郊
外
ま
ち
づ
く
り
』
は
、
多
世
代

が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
集
住
し
て
、
健
康
で
快
活
な

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
街
を
目
指
し
て
い

る
。
主
役
は
あ
く
ま
で
も
住
民
だ
が
、
行
政
と

し
て
街
を
管
理
す
る
横
浜
市
と
街
を
開
発
し
、

育
て
て
き
た
東
急
電
鉄
が
タ
ッ
グ
を
組
ん
だ
こ

と
に
は
、
非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
」
と
東

浦
統
括
部
長
は
語
る
。

こ
の
取
り
組
み
は
、
横
浜
市
が
２
０
１
２
年

に
国
か
ら
選
定
を
受
け
て
推
進
し
て
い
る
「
環

境
未
来
都
市
」
の
主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
持
続

可
能
な
住
宅
地
モ
デ
ル
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
動

現
在
、「
次
世
代
郊
外
ま
ち
づ
く
り
」
は
、
そ

の
基
本
構
想
の
実
現
に
向
け
た
第
一
歩
と
し
て
、

八
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
「
次
世
代
郊
外
ま
ち
づ

く
り
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
２
０
１

３
）」
に
位
置
付
け
、
具
体
的
な
取
り
組
み
を
進

め
て
い
る
。

い
く
つ
か
を
見
て
み
よ
う
。
一
つ
目
の
「
住
民

創
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
一
人
ひ
と
り
が
愛
着

や
誇
り
を
持
て
る
街
づ
く
り
を
主
眼
に
、
住
民

や
地
域
団
体
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
募
集
し
た

も
の
で
、
現
在
、
15
企
画
が
認
定
を
受
け
て
い

る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
の
開
業
」
な
ど
既

に
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
グ
ル
ー
プ
や
実
施

に
向
け
て
準
備
を
進
め
る
グ
ル
ー
プ
な
ど
、
そ

の
進
捗
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
住
民
目
線
の

新
た
な
発
想
が
こ
れ
か
ら
の
街
づ
く
り
に
活
か

さ
れ
て
い
く
。

「
次
世
代
の
街
づ
く
り
で
は
、
旧
来
の
自
治
会

と
は
異
な
る
新
し
い
発
想
や
行
動
力
が
必
要
。

こ
れ
ま
で
に
な
い
自
分
の
街
へ
の
関
わ
り
方
だ

と
思
う
。
講
評
会
を
通
過
し
た
企
画
提
案
に
は
、

支
援
金
の
交
付
や
専
門
家
に
よ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
、
住
民
と
民
間
事
業
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
通
じ
て
活
動
を
支
援
す
る
」

と
い
う
。

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム　
『
あ
お
ば
モ
デ

ル
』
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
高
齢

者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
の
中
で
安
心
し
て
自
分

ら
し
い
生
活
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
、
在
宅
医

療
を
軸
と
し
た
医
療
・
介
護
連
携
の
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

だ
。
２
０
１
３
年
度
は
、
地
域
の
医
療
・
介
護

関
係
者
の
連
携
と
参
画
、
在
宅
医
療
の
仕
組
み

づ
く
り
な
ど
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

着
手
し
た
。

ま
た
「
家
庭
の
節
電
・
省
エ
ネ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
エ
コ
診
断
」
で
は
、
モ
デ
ル
地
区
の
住
民
を
対

象
に
、
電
気
や
ガ
ス
の
省
エ
ネ
状
況
に
応
じ
て
、

た
ま
プ
ラ
ー
ザ
駅
周
辺
の
商
業
施
設
で
利
用
で

き
る
地
域
通
貨
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
、
地
域
経
済

の
活
性
化
も
図
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
２
０
１
３
年
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
謳
わ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
進
捗

や
社
会
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ

プ
し
て
い
く
。

新
た
な
試
み
で
あ
る
「
次
世
代
郊
外
ま
ち
づ

く
り
」
が
順
調
に
進
む
理
由
に
つ
い
て
、
東
浦

統
括
部
長
は
「
行
政
で
あ
る
横
浜
市
と
一
民
間

企
業
の
東
急
電
鉄
が
協
働
で
街
づ
く
り
を
行
う

と
い
う
こ
と
自
体
、
稀
有
な
こ
と
で
あ
り
、
住

民
に
と
っ
て
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
と

思
う
。
ま
た
、
行
政
と
わ
れ
わ
れ
が
真
剣
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
た
大
勢
の
住
民
の
方
々
が
、

こ
れ
を
機
に
自
分
た
ち
も
参
画
し
よ
う
と
積
極

的
に
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
住
民
の
信
頼
に

応
え
て
、
産
・
官
・
学
・
民
と
も
に
進
め
て
い

け
ば
、
こ
の
街
づ
く
り
は
き
っ
と
う
ま
く
い
く
」

と
語
る
。

「
街
づ
く
り
に
終
わ
り
は
な
い
」
と
い
う
の

が
、
開
発
者
で
あ
り
、
街
づ
く
り
の
担
い
手
で

あ
り
続
け
る
東
急
電
鉄
の
思
想
だ
。「
次
世
代
郊

外
ま
ち
づ
く
り
」
か
ら
は
、
東
急
電
鉄
の
強
い

信
念
と
覚
悟
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
取
り
組

み
は
、
将
来
的
に
は
沿
線
の
他
地
域
に
も
広
げ

て
い
く
予
定
だ
と
い
う
。

WISE CITY
ワイズシティ

W I S E  C I T Y
―目指すまちの将来像―

次世代郊外まちづくり
リーディング・プロジェクト

（2013）

健康　Wellness　
最先端情報技術　Intelligence&ICT
生活サービスの連携と持続可能性　Smart・Sustainable&Safety
環境への配慮　Ecology・Energy&Economy

「WISE　CITY」はこれらの頭文字を取って造語。
WISE の要素を実現することで

「賢いまちづくり」を目指す。

Wellness
多世代が充実した
ライフスタイルを

実現し、生き生きと
健康的に暮らせるまち

Intelligence
& ICT

生活サービスや
住民の参画・活躍を、

最先端情報技術で
支えるまち

Ecology・Energy
＆Economy
環境負荷の低減と

地域経済の循環を図り、
環境とエネルギー、

経済の観点から
再構築されたまち

Smart・
Sustainable&Safety

生活サービスの総合的な
連携と持続可能性を図り、

安心安全で、世代が
循環していくまち

1 住民創発プロジェクト ―シビックプライド・プロジェクト―
住民や地域団体から住民創発プロジェクトを募集し、選考されたプロジェクトの
実施を支援

2 住民の活動を支える仕組みと場づくり
最新のＩＣＴ技術による地域活動の情報共有化と、既存のまちの資源活用による

「まちづくり交流拠点」づくり

3 家庭の節電プロジェクトとエコ診断
地域住民に節電を呼び掛け、行動の第一歩を後押しするプロジェクトを実施

4 まちぐるみの保育・子育てネットワークづくり
さまざまな主体が集まり、まちぐるみで保育や子育て環境を向上させる活動を推
進していくための検討を開始

5 地域包括ケアシステム「あおばモデル」パイロット・プロジェクト
地域の医療・介護関係者の連携と参画、在宅医療の仕組みづくりなど、重要課題
に取り組むパイロット・プロジェクトに着手

6 暮らしと住まいのグランドデザイン（素案）の決定
モデル地区の「グランドデザイン（素案）」の策定と、コミュニティ・リビング実
現への誘導手法など郊外住宅地の再生手法を提案

7
「コミュニティ・リビング」モデル・プロジェクト
―企業社宅などの土地利用転換時における土地利用誘導―
モデル地区内の土地利用転換に伴う再開発を民間事業との連携、協働によるモデ
ル事業に位置付け、コミュニティ・リビングの実現を目指す

8
「次世代郊外まちづくり」建築性能推奨スペック策定
 ―建物や施設に求められる性能や機能、建築推奨指針づくり―
建て替えの際に、建物の仕様として求められる性能や機能を提示するための指針
づくりに着手



行政と企業、住民の関係性を変える
 
　東京や横浜都心は父親が働く場所、郊外住宅地は母親と子どもた
ちが生活する場所という二極構造が崩れてきました。郊外住宅地は同
じような世代が同時期に入居している地区が多いので住民は一気に高
齢化します。核家族が移り住んできた子育ての街は、高齢者の街にな
りつつあります。またその一方で、現在の景況では若い世代が流入し
にくく、共働きなどライフスタイルも変わっています。郊外住宅地の
開発とともに整備してきた団地群や学校、公園などの施設が老朽化し
て建て替えやリニューアルが必要な時期にもなっており、横浜市とし
ても、郊外住宅地について本格的に検討しなければならない時期を迎
えていました。
　しかし、税収の減少もあり、行政サービスでできることには限界が
あります。市民の方と連携し相互扶助的な部分を増やし、多様なセー
フティーネットを構築しなければなりません。また企業の経済活動の
力も借りて、郊外の生活を豊かにしなければならないと考えています。
　そのためには、企業や住民、行政の役割と関係性を変える必要が
あります。これまで、企業は申請を出し行政は認可する、あるいは住
民が出した要望に対して行政が応えるという仕組みの中で、各者の関
係性が保たれてきました。しかし、この仕組みは高度経済成長の時代
につくられたものです。現状のままでは、各者の役割においておのず
と限界があり、地域が抱える課題解決に効果的な打開策を打ち出すこ
とはできません。行政サービスだけではなく、企業や住民の力で地域
をよくしていこうという部分を増やしていかないと、地域の本当の活
力は生まれないのです。
　街の活性化は経済の活性化と深い関係があります。住民が地域内
でボランティアや文化・スポーツ活動を行うことでも地域経済は活性
化します。元気な高齢者の方も家に閉じこもらずに、どんどん外に出
ていただく。住民の相互扶助やさまざまな活動によって地域を活性化
し、地域の問題を解決していくことが、これからは非常に重要になっ
てくると考えています。また、企業は商業施設以外にも、文化・ス
ポーツ、福祉、地域サービスなどを地域に提供し、収益につなげる形
で地域の経済活動を進めていく。そういう仕組みづくりによって、郊
外の経済は動いていきます。
　東急電鉄は長期的なスパンで街づくりに取り組み、さまざまな地域

課題に向き合ってきた企業で、横浜市と東急電鉄は街づくりにおいて
抱いている問題認識が近いと思います。鉄道会社はその地域から離
れられない、そういう意味でも、行政と近いかもしれません。両者と
も、地域の方々を大切にし、地域の活性化によって自分たちも活性化
する。やはり、東急電鉄と連携することが、郊外の新しいモデルにな
ると思いました。

ローカルの経済活動を活発化する

　多摩田園都市に住む皆さんは街づくりの市民意識が高く、モデル地
区を対象にしたアンケート調査でも「街づくり活動に参画したい」と
いう方が大勢いらっしゃいました。「次世代郊外まちづくり」での行
政や東急電鉄からの投げ掛けに対しても、実に多岐にわたるアイデ
アが返ってきました。住民創発事業にもたくさんの応募があり、こう
した住民活動をつなげていくことも行政の大切な仕事だと思っていま
す。郊外での活動が活発化すれば、郊外で働く人も増えてくる。近
隣の街からも活動に参加する人が増えてくる。地域内で完結するので
はなく、人が移動しながら、活動がますます活発になっていくことが
望ましいと思います。
　それに、最近は働く人も自分の時間を大切にする人が多い。以前は、
働く場所と住む場所だけでしたが、それ以外の趣味やボランティア活
動を行う場所、いわゆる「サードプレイス」を求める人も多く、そうし
た場所を地域内に取り込めるかどうかで、郊外の在り方は変わってく
ると思います。働く人も含めいろいろな人が郊外で活動する機会が増
えてきたと思います。生産年齢人口が減少していますが、元気な高齢
者とお母さんの活躍によって、郊外では就業者を増やせる可能性があ
ります。行政は子育て支援などでサポートしていく。グローバル化が
進む一方で、ローカルの経済活動を発展させたいと思います。
　広い市域を持つ横浜市は、地域ごとに特性が異なり、一律な手法
で問題解決を図ることは現実的ではありません。地域特性を踏まえ、
いくつかの地域でモデル的な取り組みを進め、その内容を検証した上
で、応用性のある要素を抽出していくことが必要だと考えています。

「次世代郊外まちづくり」では、手応えを感じています。この取り組
みを通して、地域課題の解決を図る「横浜型モデル」の創出を目指し
ていきたいと思います。
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特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］

横浜市建築局 企画部長

秋元康幸
YasuyukiAKIMOTO

次世代に
引き継ぐことができる
郊外住宅地を
行政が公共施設の管理を行い、住民や企業が戸建て住宅や分譲マンションな
ど個人の資産を管理する。現状での官・民の役割分担の限界を感じた横浜市
と東急電鉄は、地域住民と連携して、郊外住宅地の課題解決に取り組もうと
している。郊外の街の魅力と価値に磨きをかけ、次世代に引き継ぐことがで
きる元気で豊かな郊外住宅地を実現させる。東急電鉄と組む意義を含め、横
浜市の方針について、横浜市建築局の秋元康幸企画部長にお話を伺った。

Column
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「日本一訪れたい街」へ

渋谷再開発
渋谷は、その名が示す通り、
すり鉢状の谷となった地形が街の特徴である。
その底部に設けられた駅を中心に広がる街は、
1950 年代以降、東急電鉄の牽引の下、
新宿、池袋と共に東京の３大副都心として発展してきた。
そして現在、東急電鉄は駅周辺地区の大規模な再開発に向けて、
行政や地元住民、ＪＲ東日本や東京メトロなどの鉄道事業者と連携、

「日本一訪れたい街　渋谷」を目指し、
次世代へつながる街づくりに取り組んでいる。

文◉茶木　環／撮影◉織本知之
写真提供◉東京急行電鉄株式会社

特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］ REPORT.ⅠⅠ
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特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］

文
化
施
設
も
含
め
た
多
様
な
構
成

渋
谷
駅
周
辺
地
区
で
は
現
在
、
都

市
基
盤
施
設
の
整
備
、
駅
施
設
の
機

能
更
新
と
再
編
を
ベ
ー
ス
と
す
る
総

合
的
な
街
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
い
わ
ば
「
都
市
再
生
」
と
も
言

え
る
渋
谷
駅
周
辺
の
大
改
造
計
画
だ

が
、「
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
」
は
、
そ
の

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

し
て
東
急
文
化
会
館
跡
地
に
誕
生
し
た
。

２
０
１
２
年
の
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞

し
た
ビ
ル
は
、
四
つ
の
巨
大
な
ブ
ロ
ッ
ク
を
縦

に
積
み
上
げ
た
か
の
よ
う
な
個
性
的
な
外
観

で
、
高
さ
１
８
２
ｍ
、
地
下
４
階
・
地
上
34
階

建
て
、
延
床
面
積
は
約
14
万
４
０
０
０
㎡
に
及

ぶ
。
低
層
部
に
は
約
２
０
０
店
舗
で
構
成
す
る

「
Ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
Ｑ
ｓ
」
や
カ
フ
ェ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
な

ど
の
商
業
施
設
、
中
層
部
に
は
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ

の
中
核
と
な
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
劇
場
「
東
急
シ

ア
タ
ー
オ
ー
ブ
」
や
「
ヒ
カ
リ
エ
ホ
ー
ル
」
な

ど
の
文
化
施
設
、
高
層
部
に
は
オ
フ
ィ
ス
が
入

居
す
る
業
務
施
設
が
ゾ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
用
途
の
異
な
る
空
間
を
立
体
的
に
集
積
す

る
こ
と
で
、
多
様
性
に
富
ん
だ
「
街
の
賑
わ
い
」

を
創
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
低
層
部
で
は
、
東
急
東
横
線
・
東
京

メ
ト
ロ
副
都
心
線
渋
谷
駅
の
改
札
階
と
地
下
３

階
で
直
結
し
て
お
り
、
将
来
的
に
は
２
階
部
で

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線
の
改
札
口
と
接
続
す
る
計

画
だ
。
さ
ら
に
、
災
害
時
の
対
応
と
し
て
、
渋

谷
ヒ
カ
リ
エ
で
は
帰
宅
困
難
者
の
一
時
的
収
容

ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
飲
料
水
・

食
料
を
備
蓄
。
８
階
に
は
、
渋
谷
区
の
災
害
対

策
本
部
機
能
を
持
つ
防
災
セ
ン
タ
ー
が
整
備
さ

れ
る
な
ど
、
地
域
防
災
対
策
に
お
い
て
も
大
き

な
役
割
を
担
う
。

「
こ
れ
ま
で
の
開
発
は
、
東
京
に
お
け
る
都

市
間
競
争
の
中
で
、
機
能
と
し
て
大
き
く
欠
落

し
て
い
た
ホ
テ
ル
や
大
型
オ
フ
ィ
ス
を
建
設
し
、

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
街
へ
と
導
い
て
き
た
。
加

え
て
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
は
、
世
界
か
ら
も
注
目
さ

れ
る
次
世
代
へ
つ
な
が
る
本
格
的
な
街
づ
く
り
、

街
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
挑
戦
し
計
画
、
建
設
し

て
い
る
。
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
や
特
区
の

指
定
で
１
３
７
０
％
の
容
積
率
が
認
め
ら
れ
、

他
の
鉄
道
事
業
者
や
地
元
地
権
者
と
協
議
を
進

め
な
が
ら
、
渋
谷
再
開
発
の
先
駆
け
と
な
る
高

層
複
合
施
設
を
完
成
さ
せ
た
。
渋
谷
の
街
の
特

徴
で
も
あ
る
多
様
性
に
富
ん
だ
機
能
を
持
つ
渋

谷
ヒ
カ
リ
エ
は
、
新
し
い
渋
谷
の
街
を
象
徴
す

る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
」
と
、
都
市

開
発
事
業
本
部
ビ
ル
事
業
部
渋
谷
営
業
推

進
部
の
西
澤
信
二
統
括
部
長
は
語
る
。

渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
は
旧
東
急
文
化
会
館
と

隣
接
地
区
を
含
む
敷
地
に
建
設
さ
れ
て
い

る
。「
最
先
端
の
文
化
の
す
べ
て
を
渋
谷
に

集
め
た
娯
楽
の
殿
堂
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

１
９
５
６
年
に
開
業
し
た
東
急
文
化
会
館

は
、
東
急
電
鉄
の
渋
谷
に
お
け
る
拠
点
開

発
の
核
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
施
設
だ
。
四

つ
の
映
画
館
と
文
化
特
選
街
と
呼
ば
れ
る

商
業
施
設
、
最
上
階
に
は
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ

ム
が
併
設
さ
れ
、
２
０
０
３
年
に
閉
館
す

る
ま
で
渋
谷
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し
て

愛
さ
れ
た
。

「
現
在
の
多
様
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
混
在

し
、
文
化
を
発
信
す
る
渋
谷
の
街
の
原
型

を
つ
く
っ
た
の
は
東
急
文
化
会
館
だ
っ
た
。

そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
渋
谷
の
街
全
体
に
深

く
浸
透
し
、
街
を
つ
な
い
で
い
る
。
東
急
文
化

会
館
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
受
け
継
い
で
誕
生
し
た
の
が

渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
で
あ
り
、
新
し
い
文
化
を
こ
こ

か
ら
発
信
し
て
、
誰
も
が
訪
れ
た
く
な
る
『
エ

ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
シ
テ
ィ
し
ぶ
や
』
を
目
指

し
、
街
を
成
長
さ
せ
て
い
く
」
と
西
澤
統
括
部

長
は
語
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
に
は

「
渋
谷
を
訪
れ
る
の
は
若
年
層
が
中
心
と
な
っ
て

お
り
、
も
う
一
度
、
大
人
の
世
代
か
ら
も
支
持

さ
れ
る
街
に
し
た
い
」
と
い
う
東
急
電
鉄
の
強

い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
を
文
化
・
商
業
・
業
務
施
設

が
混
在
す
る
多
様
性
に
富
ん
だ
施
設
と
し
た
の

も
そ
の
た
め
だ
。
大
人
の
世
代
も
集
う
渋
谷
ヒ

カ
リ
エ
を
起
点
に
、
渋
谷
が
世
界
か
ら
も
注
目

さ
れ
る
街
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

渋谷の文化の拠点であり象徴だった東急文化会館（提供：東急電鉄）

東京急行電鉄株式会社　
都市開発事業本部 ビル事業部
渋谷営業推進部 統括部長

西澤信二
ShinjiNISHIZAWA

次世代の“渋谷”を
象徴する「渋谷ヒカリエ」
高層複合施設「渋谷ヒカリエ」は、渋谷駅周辺地区再開発事業の
リーディング・プロジェクトとして、2012 年４月に開業した。
日本有数のターミナル駅である渋谷駅に直結。
文化・商業・業務施設で構成される多様性、
渋谷の地形を克服する建物と都市基盤がつながった
特色ある構造には、東急電鉄が目指す
次世代・渋谷の将来像が凝縮されている。

1
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坂
の
地
形
を
克
服
す
る
動
線
整
備

渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も

う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
動
線
」
の
整
備
が

あ
る
。
渋
谷
駅
は
す
り
鉢
状
の
地
形
の
谷
の
底

に
位
置
し
、
駅
周
辺
部
は
線
路
や
高
速
道
路
に

よ
っ
て
２
軸
４
象
限
に
分
断
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
宮
益
坂
と
道
玄
坂
の
分
断
は
東
急
文

化
会
館
の
建
設
当
時
か
ら
課
題
と
な
っ
て
お

り
、
東
急
電
鉄
の
五
島
慶
太
会
長
（
当
時
）
は

「
こ
こ
を
つ
な
が
ず
し
て
渋
谷
は
発
展
し
な
い
」

と
語
り
、
東
急
文
化
会
館
と
渋
谷
駅
を
つ
な
ぐ

「
跨
道
橋
」
を
整
備
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
考
え

は
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
に
継
承
さ
れ
、
現
在
の
渋
谷

駅
と
つ
な
が
る
連
絡
通
路
や
将
来
、
設
け
ら
れ

る
「
ス
カ
イ
デ
ッ
キ
」
な
ど
に
、
街
の
回
遊
性

を
高
め
る
こ
と
で
街
の
魅
力
を
増
や
そ
う
と
す

る
東
急
電
鉄
の
思
想
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。

渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
は
、
敷
地
の
奥
行
き
が
約

２
０
０
ｍ
あ
り
、
そ
の
高
低
差
は
約
12
ｍ
に
達

す
る
。
そ
の
立
体
的
な
立
地
を
活
か
し
、
渋
谷

ヒ
カ
リ
エ
で
は
人
々
が
自
由
に
行
き
交
う
動
線

が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
渋
谷
駅
の
２
階
と
は
連

絡
通
路
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
施
設

内
の
貫
通
道
路
を
進
め
ば
、
青
山
方
面
へ
の
街

路
に
抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
将
来
的
に
は
、

２
階
部
に
東
京
メ
ト
ロ
渋
谷
線
の
改
札
口
が
で

き
る
予
定
で
、
さ
ら
に
は
銀
座
線
上
部
に
整
備

さ
れ
る
ス
カ
イ
デ
ッ
キ
を
経
由
し
て
、
４
階
部

で
も
渋
谷
駅
と
接
続
す
る
。
１
階
部
の
正
面
出

入
り
口
、
地
下
３
階
で
直
結
し
た
東
急
東
横

線
・
東
京
メ
ト
ロ
副
都
心
線
渋
谷
駅
と
合
わ
せ

る
と
、
実
に
５
層
で
都
市
基
盤
と
接
続
す
る
計

画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

縦
動
線
に
つ
い
て
は
、
地
下
３
階
か
ら
地
上

４
階
ま
で
、
吹
き
抜
け
と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
つ
な
が
る
「
ア
ー
バ
ン
コ
ア
」

と
呼
ば
れ
る
縦
動
線
を
設
置
し
、
縦
移
動
を
容

易
に
す
る
と
と
も
に
、
各
階
に
商
業
施
設
の
顔

を
持
ち
、
施
設
内
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
し
や
す

い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

道
玄
坂
側
に
は
２
０
０
０
年
に
開
業
し
た
複

合
施
設
「
渋
谷
マ
ー
ク
シ
テ
ィ
」
が
あ
る
が
、

将
来
的
に
は
、
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
か
ら
渋
谷
駅
に

向
か
っ
て
整
備
さ
れ
る
ス
カ
イ
デ
ッ
キ
で
両
者
は

結
ば
れ
、
宮
益
坂
か
ら
道
玄
坂
へ
、
約
８
０
０

ｍ
の
区
間
で
人
に
や
さ
し
い
動
線
が
実
現
す
る
。

「
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
は
街
を
つ
な
ぎ
、人
と
人
の
時

間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
。
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
は

ま
だ
発
展
段
階
に
あ
る
。
お
客
さ
ま
の
視
点
や
行

動
を
確
認
し
な
が
ら
、
欠
け
て
い
る
機
能
や
要
素

を
足
し
て
い
く
こ
と
を
繰
り
返
し
、
渋
谷
ヒ
カ
リ

エ
の
成
長
と
と
も
に
渋
谷
の
街
づ
く
り
を
牽
引
し

て
い
き
た
い
」
と
西
澤
統
括
部
長
は
語
っ
て
い
る
。

1「東急シアターオーブ」は約 2000 人の収容。ミュージカルを中心に上演する 2「ShinQs」は
高感度な品揃えが自慢 3 8 階はさまざまな文化施設が集積した「8/」のフロア（提供：東急電鉄）

1開発とともに整備されていく「アー
バンコア」周辺のイメージ 2外光が降
り注ぐ渋谷ヒカリエのアーバンコア 3
東急東横線渋谷駅の吹き抜け。列車や
冷房の排熱で暖められた空気の通り道
となる（提供：東急電鉄）

渋谷ヒカリエ 渋谷駅街区開発計画
渋谷警察署

首都高速道路 東棟

東口アーバンコア東口アーバンコア
渋谷ヒカリエ
アーバンコア
渋谷ヒカリエ
アーバンコア

1階 JR線改札口1階 JR線改札口
東横線・副都心線
渋谷ヒカリエ前改札口
東横線・副都心線
渋谷ヒカリエ前改札口

国道246号線

渋谷川

中央棟・西棟

エレベータ

1

1

2

3

2 3



人の動線をシンプルに分かりやすく

　渋谷ヒカリエの具体的な設計は 2006 年から 2009 年に
かけて行い、その後３年間の工事を経て完成しました。
　通常、街には駅やオフィスビル、商業施設や公共施設、劇
場など、多様なものが面で広がって点在しています。これら
が縦に積み上がった「立体都市」が渋谷ヒカリエです。多様
性に富んだ文化施設や商業施設、業務施設が、 賑わいにあふ
れた渋谷の街そのままに積み上がっている。街路をエレベー
ターやエスカレーターに置き換え、建物のファサードに見ら
れるように、用途ごとのブロックを積み上げました。東急電
鉄の方々は、渋谷駅東口という立地にあって、人が行き来す
る公共的な「動線」の整備を重視し、収益にはつながりにく
い文化施設をメインに持ってくるなど、渋谷ヒカリエから新し
い渋谷の街づくりを始めようという強い意志をお持ちでした。
その気持ちに応えたいと思いましたし、「自由につくってほし
い」と言ってくださったので、かなり思い切った設計ができました。
　設計の中で最も難しかったのは、動線計画です。渋谷駅や明治通
り・宮益坂からの地上動線だけではなく、地下３階で東急東横線・
東京メトロ副都心線渋谷駅と直結し、２階部では渋谷駅とつながる。
どれくらいの人がどの入り口を使ってどう動くのか。施設の利用者だ
けではなく、通り抜けるだけの人も多い複雑な動線です。さまざまな
調査を通じて 100 種類くらいのシミュレーションをかけ、動線計画
を完成させました。
　また、渋谷駅周辺再開発事業では、各街区の複数個所に、公共的
な縦軸の移動空間として「アーバンコア」が配置される計画です。
都市のコアとして、複数の鉄道路線と接続し、乗り換えや街を行き交
う人々の動線を簡潔にする。リーディング・プロジェクトである渋谷
ヒカリエにその第１号を整備しました。
　渋谷ヒカリエのアーバンコアは、外光が降り注ぐ半円形の吹き抜け
の設計です。その中に設置されたエスカレーターで地下３階から地
上４階まで、各階へ移動できる。また、この吹き抜けには「風の通り
道」としての機能を持たせてあり、地下鉄駅の自然換気を行います。
単なる移動空間ではなく、人も風も光も通る。自然環境をうまく取り
込みながら、周囲にデジタルサインや商業施設を配置して、動きや

賑わいを出せればと考えました。同じように、オフィス階・
商業階ではエスカレーターの吹き抜けを利用して、「ナイト
パージ」といって夜間に室内換気を行っています。これに
よって、翌日の空調の効きが格段に向上して、省 CO2 に貢
献する。ナイトパージは、オフィスビルでは以前から採用さ
れていますが、商業施設で取り入れたのは世界初となって
います。

人々の交流の場となるスカイロビー

　渋谷ヒカリエはグランドレベルから商業施設、飲食と工
房的なスペースが積み上がり、その上がシアター、一番上
はオフィスとなっています。用途ごとのブロックとブロック
の間には、共用のロビーや屋外庭園など、賑わいを創出す
る場をつくりました。　　
　通常の複合施設では、オフィスで働く人たちは、商業施

設の利用者とは別のエレベーターでダイレクトにオフィス階に向かい
ますが、ここでは必ず 11 階のスカイロビーでエレベーターを乗り換
える構造となっています。オフィスで働く人たちと劇場に来た人た
ち、買い物や食事に来た人たちが混じり合う空間です。渋谷という土
地柄、ソフトやベンチャー系のオフィスが多いので、こうした交流の
場が刺激となって、相乗効果が生まれると考えました。またそのため
には、ある程度の規模と大胆な空間が必要で、スカイロビーは、上
部に球体のシアターオーブが浮かび、ガラスのファサードからは光が
差し込む、まさに立体都市を象徴するような空間となっています。 
　渋谷は、他の都市のようにゾーニングされていない、多様性にあ
ふれた進化する街です。アジア的な街らしさもある。だから渋谷ヒカ
リエも、端正なプロポーションの巨大なビルではなく、さまざまな用
途を持った「飛び出す絵本」のような建物を目指しました。ガラス張
りのファサードは、外に広がる街に向かって渋谷ヒカリエの賑わいを
発信します。
　一連の渋谷駅周辺再開事業の先駆けとして、渋谷ヒカリエは新し
い渋谷の東口像を投げ掛けました。これから駅街区、南街区の開発
が進みます。渋谷は、独自の文化を持った街として、さらに進化を遂
げていくと思います。
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特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］

渋谷ヒカリエの
設計コンセプトは
“立体都市”

ガラスを中心とした透明感のあるファサード、巨大なブロックを積み重ねたか
のような外観。吹き抜けの昇降空間アーバンコアや宙空に浮かぶ劇場とスカ
イロビー。渋谷ヒカリエは、渋谷の街に新しい景色をつくりだし、そのデザイ
ンに託されたメッセージを渋谷の街に発信している。東急電鉄が取り組む渋
谷の街づくりの中で、渋谷ヒカリエの設計はどのように生まれたのか。設計
者である吉野繁さんにお話を伺った。

株
式
会
社
日
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計 
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ロ
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都
市
基
盤
整
備
と
街
の
魅
力
増
強

渋
谷
駅
周
辺
地
区
は
、
東
急
電
鉄
・
東
京
メ

ト
ロ
・
京
王
電
鉄
・
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
５
駅
８
路

線
が
結
節
す
る
と
と
も
に
、
都
内
最
大
級
の
バ

ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
有
す
る
日
本
有
数
の
公
共
交

通
結
節
点
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
渋
谷
駅
周
辺
地
区
で
の
再
開
発
事
業

は
、
２
０
０
５
年
12
月
の
都
市
再
生
緊
急
整
備

地
域
指
定
を
契
機
に
、
２
０
１
１
年
３
月
に
渋

谷
区
が
策
定
し
た
「
渋
谷
駅
中
心
地
区
ま
ち
づ

く
り
指
針
２
０
１
０
」
な
ど
の
街
づ
く
り
の
方

針
に
基
づ
き
、
渋
谷
駅
街
区
土
地
区
画
整
理
事

業
・
鉄
道
改
良
事
業
と
連
携
し
て
行
う
と
し

て
、
東
急
電
鉄
な
ど
が
計
画
。「
渋
谷
駅
地
区

駅
街
区
開
発
計
画
」「
渋
谷
駅
地
区
道

玄
坂
街
区
開
発
計
画
」「
渋
谷
駅
南
街

区
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
三
つ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
構
成
さ
れ
た
再
開
発
事
業

は
、
２
０
１
３
年
６
月
、
東
京
都
に
よ

り
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
。

再
開
発
事
業
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
「
交

通
結
節
機
能
の
強
化
に
よ
る
快
適
で
分
か

り
や
す
い
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形

成
」「
生
活
文
化
の
発
信
拠
点
と
し
て
の

魅
力
を
強
化
し
、街
の
国
際
競
争
力
を
高

め
る
都
市
機
能
の
導
入
」「
防
災
機
能
の

強
化
と
環
境
改
善
へ
の
取
り
組
み
」
だ
。

「
渋
谷
駅
周
辺
地
区
で
は
、
そ
の
発

展
と
と
も
に
増
改
築
が
な
さ
れ
複
雑
化

し
、
街
は
ス
プ
ロ
ー
ル
的
に
拡
大
し
て

き
た
。
安
全
で
快
適
な
歩
行
者
空
間
の

確
保
や
錯
綜
す
る
交
通
動
線
の
改
善
、

交
通
結
節
機
能
の
強
化
な
ど
が
、
長
い

間
、
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
国
や
東
京

都
、
渋
谷
区
、
そ
れ
に
地
元
地
権
者
、
Ｊ
Ｒ
東

日
本
や
東
京
メ
ト
ロ
な
ど
鉄
道
事
業
者
と
連
携

し
、
積
年
の
課
題
を
解
決
し
て
都
市
の
基
盤
を

整
備
、
街
の
魅
力
を
高
め
て
い
く
」
と
都
市
開

発
事
業
本
部
渋
谷
開
発
事
業
部
事
業
計
画
部
の

秋
山
浄
司
統
括
部
長
は
解
説
す
る
。

ま
た
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
同
部
・
大
友

教
央
課
長
は
「
東
京
メ
ト
ロ
副
都
心
線
の
２
０

０
８
年
開
業
予
定
を
受
け
て
、
東
横
線
と
の
相

互
直
通
を
視
野
に
入
れ
、
２
０
０
１
年
、
再
開

発
事
業
の
準
備
室
が
設
置
さ
れ
た
。
東
横
線
と

副
都
心
線
を
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、
東
横
線
渋

谷
駅
の
大
改
造
が
必
要
。
こ
れ
を
一
つ
の
契
機

と
し
て
、
人
の
流
れ
や
動
線
を
研
究
し
、
イ
ン

フ
ラ
の
整
備
と
一
体
と
な
っ
た
渋
谷
の
街
づ
く

り
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
」
と
話
す
。

都
市
計
画
の
決
定
を
受
け
、
具
体
化
に
向
け

て
ス
タ
ー
ト
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
東
急
電
鉄
が

手
掛
け
る
の
は
「
駅
街
区
」
と
「
南
街
区
」
だ
。

今
回
の
再
開
発
事
業
の
中
核
と
な
る
駅
街
区

の
開
発
エ
リ
ア
は
、
Ｊ
Ｒ
山
手
線
と
東
京
メ
ト

ロ
銀
座
線
の
渋
谷
駅
を
含
む
約
１
万
５
３
０
０

㎡
で
、
各
路
線
の
乗
り
換
え
空
間
の
集
約
化
を

図
る
鉄
道
改
良
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
る
。

計
画
建
物
は
３
棟
で
、
東
棟
（
地
上
46
階
・

地
下
７
階
）
が
先
行
し
て
、
２
０
２
０
年
に
開

業
。
高
さ
２
３
０
ｍ
の
新
た
な
街
の
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
タ
ワ
ー
が
出
現
す
る
。
中
央
棟
（
地
上

10
階
・
地
下
２
階
）
と
西
棟
（
地
上
13
階
・
地

下
５
階
）
は
２
０
２
７
年
の
開
業
予
定
だ
。
渋

谷
ヒ
カ
リ
エ
の
前
に
広
が
る
東
口
広
場
と
西
口

広
場
（
通
称
ハ
チ
公
広
場
）
を
つ
な
ぐ
自
由
通

路
の
拡
充
や
、
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
で
第
１
号
が
誕

生
し
た
都
市
基
盤
を
上
下
に
結
ぶ
ア
ー
バ
ン
コ

ア
、
駅
街
区
と
宮
益
坂
上
方
面
・
道
玄
坂
上
方

面
そ
れ
ぞ
れ
を
結
ぶ
ス
カ
イ
デ
ッ
キ
な
ど
、
谷

地
形
を
活
か
し
た
多
層
の
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
駅
周
辺
基
盤
の
積
年

の
課
題
を
抜
本
的
に
解
決
す
る
。
ま
た
、
災
害

時
の
帰
宅
困
難
者
一
時
滞
在
機
能
の
整
備
も
行

い
、
安
全
で
快
適
な
街
の
実
現
を
目
指
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
計
画
建
物
に
は
、
オ
フ
ィ
ス
と

商
業
施
設
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
交
流
施
設
や

文
化
発
信
の
街
・
渋
谷
な
ら
で
は
の
情
報
発
信

施
設
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
対
応
し
た
観
光
支
援

施
設
な
ど
の
公
共
施
設
が
設
置
さ
れ
る
予
定

だ
。
こ
の
駅
街
区
開
発
は
、
大
規
模
タ
ー
ミ
ナ

ル
駅
を
中
心
と
す
る
都
市
再
生
の
モ
デ
ル
的
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

も
う
一
方
の
南
街
区
は
、
旧
東
横
線
渋
谷
駅

東京急行電鉄株式会社　
都市開発事業本部 渋谷開発事業部
事業計画部 課長

大友教央
TakahisaOTOMO

東京急行電鉄株式会社　
都市開発事業本部 渋谷開発事業部
事業計画部 統括部長

秋山浄司
JojiAKIYAMA

世界へ情報発信する
「エンタテインメントシティしぶや」へ

渋谷駅周辺の再開発事業は、2005 年に都市再生緊急整備地域に指定されたことを契機に、
2012年に「渋谷ヒカリエ」が開業。
2013年 6 月には「駅街区」「道玄坂街区」「南街区」の三つのエリアの都市計画決定がなされた。
2027年までには全エリアの開業が予定されている。
このうち「駅街区」と「南街区」に携わる
東急電鉄の計画概要を紹介する。
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特集：選ばれる沿線
［東急電鉄が取り組む沿線価値のさらなる向上］

の
ホ
ー
ム
と
線
路
跡
地
な
ら
び
に
周
辺
地
権
者

の
土
地
を
合
わ
せ
た
約
７
１
０
０
㎡
を
共
同
で

開
発
す
る
。
計
画
建
物
（
地
上
33
階
・
地
下
５

階
）
は
２
０
１
７
年
度
の
完
成
予
定
で
、
オ

フ
ィ
ス
や
ホ
テ
ル
、
商
業
施
設
の
ほ
か
、
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
・
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
の
育
成
や
発
展
を

支
援
す
る
施
設
を
設
置
し
、
そ
の
拠
点
と
な
る

こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
低
層
部
は
東
急
電
鉄
・

東
京
メ
ト
ロ
・
Ｊ
Ｒ
東
日
本
各
社
線
の
新
設
出

入
口
と
直
接
接
続
。
駅
街
区
と
南
街
区
を
結
ぶ

ス
カ
イ
デ
ッ
キ
に
は
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
た

旧
東
横
線
渋
谷
駅
の
か
ま
ぼ
こ
屋
根
を
デ
ザ
イ

ン
・
モ
チ
ー
フ
に
取
り
入
れ
て
い
く
計
画
だ
。

も
う
一
つ
、
南
街
区
開
発
の
大
き
な
特
徴
と

な
っ
て
い
る
の
が
、
隣
接
す
る
渋
谷
川
の
再
生

だ
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

渋
谷
川
の
存
在
だ
が
、
水
流
を
取
り
戻
し
、
川

沿
い
に
約
６
０
０
ｍ
の
緑
の
遊
歩
道
を
設
け
て

水
辺
と
緑
の
空
間
を
創
出
す
る
。

「
渋
谷
駅
の
南
側
は
こ
れ
ま
で
、
人
の
行
き

来
が
少
な
か
っ
た
エ
リ
ア
だ
が
、
再
開
発
で
印

象
が
一
変
す
る
。
水
と
緑
が
加
わ
る
こ
と
で
、

渋
谷
の
新
た
な
魅
力
が
生
ま
れ
る
と
思
う
」
と

秋
山
統
括
部
長
は
語
っ
て
い
る
。

最
先
端
の
文
化
や
ビ
ジ
ネ
ス
が
集
約

２
０
１
３
年
の
東
横
線
と
東
京
メ
ト
ロ
副
都

心
線
の
相
互
直
通
運
転
の
開
始
は
、
当
初
、
渋

谷
が
通
過
点
に
な
る
の
で
は
と
い
う
懸
念
の
声

が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
年
に

開
業
し
た
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
は
オ
ー
プ
ン
１
年
で

来
館
者
数
２
０
０
０
万
人
を
記
録
。
相
互
直
通

運
転
の
開
始
以
降
も
、
渋
谷
へ
の
来
街
者
数
の

減
少
は
見
ら
れ
な
い
。

「
わ
れ
わ
れ
は
『
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
し
ぶ

や
』
を
標
榜
し
て
渋
谷
の
再
開
発
に
取
り
組
ん

で
い
る
が
、
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
の
成
功
で
、
渋
谷

の
街
づ
く
り
の
方
向
性
が
よ
り
は
っ
き
り
と
見

え
て
き
た
。
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
ー
の
よ
う
な
エ
ン

タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、
多
様
な
文
化
や
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
。
街
全
体
を
さ
ら

に
活
性
化
さ
せ
、
流
行
発
信
地
あ
る
い
は
生
活

文
化
の
発
信
拠
点
と
し
て
魅
力
を
高
め
て
い

く
。
渋
谷
と
い
う
街
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
、
世
界

中
の
人
々
が
注
目
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
、
大

友
課
長
は
意
欲
を
見
せ
る
。

ま
た
、
南
街
区
の
開
発
は
、
恵
比
寿
や
代
官

山
方
面
を
結
ぶ
人
の
流
れ
を
創
出
す
る
こ
と
に

な
る
。
渋
谷
と
こ
の
二
つ
の
街
に
広
尾
・
原

宿
・
表
参
道
を
加
え
た
エ
リ
ア
は
広
域
渋
谷
圏

と
さ
れ
て
い
る
が
、
個
性
を
持
っ
た
街
同
士
が

つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
リ
ア
全
体
の
魅

力
が
一
段
と
大
き
く
な
っ
て
い
く
に
違
い
な
い
。

「
街
は
、
人
が
主
役
。
素
晴
ら
し
い
建
物
を

つ
く
る
こ
と
に
も
ち
ろ
ん
大
き
な
意
味
は
あ
る

が
、
そ
の
建
物
や
周
辺
の
環
境
の
中
で
人
は
ど

の
よ
う
な
活
動
を
す
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
に
ど

の
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
過

程
の
繰
り
返
し
が
街
づ
く
り
に
な
っ
て
い
く
の

だ
と
思
う
。
む
し
ろ
２
０
２
７
年
以
降
に
本
当

の
街
づ
く
り
が
始
ま
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

東
急
電
鉄
は
今
、
種
を
撒
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
」

と
秋
山
統
括
部
長
は
、
動
き
出
し
た
渋
谷
改
造

計
画
を
前
に
責
務
を
語
る
。

再
開
発
を
通
し
て
街
全
体
の
活
性
化
を
促

し
、「
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
シ
テ
ィ
し
ぶ
や
」

と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
に
向
け
て
努
力
を
重
ね
る
中

で
、
渋
谷
は
「
日
本
一
訪
れ
た
い
街
」
と
な
り
、

世
界
か
ら
選
ば
れ
る
街
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

道玄坂
スクランブル交差点

ハチ公広場

井の
頭線

マー
クシ
ティ

道玄坂街区

南街区

東口

西棟

東棟駅街区

中央棟

渋谷
ヒカリエ

銀座
線

宮益坂

明
治
通
り

JR 山手線
埼京線

アーバン・コア

2階レベル

3階レベル

4階レベル

1スクランブル交差点付近から見る渋谷駅地区駅街区の計画建物
（イメージ）2南街区の開発では渋谷川が再生される（イメージ）
3歩行者デッキの配置計画

1

2

3
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日
本
民
営
鉄
道
協
会
が
主
催
す
る
「『
私
と
み

ん
て
つ
』
小
学
生
新
聞
コ
ン
ク
ー
ル
」
は
、
新
聞

づ
く
り
を
通
じ
、
子
ど
も
た
ち
に
、
鉄
道
が
果
た

し
て
い
る
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
考
え
、
理
解
を

深
め
て
も
ら
お
う
と
、
２
０
０
７
年
か
ら
毎
年
実

施
さ
れ
て
い
る
。
全
国
小
学
校
社
会
科
研
究
協
議

会
の
後
援
で
ス
タ
ー
ト
し
、
12
年
開
催
の
第
６
回

か
ら
は
同
協
議
会
と
と
も
に
文
部
科
学
省
・
国
土

交
通
省
の
後
援
を
得
て
開
催
し
て
い
る
。

第
７
回
小
学
生
新
聞
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
昨
年
７

月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
作
品
を
募
集
し
、
全

国
６
０
９
校
か
ら
７
０
６
２
点
（
７
１
７
２
人
）

の
応
募
作
品
が
集
ま
っ
た
。
第
６
回
と
比
較
す
る

と
、
学
校
数
で
17
校
、
作
品
数
で
５
０
７
点
増
え

て
お
り
、
前
回
よ
り
も
さ
ら
に
多
く
の
作
品
が
寄

せ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
全
応
募
作
品
の
中
か
ら
、
日
本
民
営
鉄

道
協
会
で
は
、
昨
年
10
月
末
に
第
一
次
審
査
、
第

二
次
審
査
を
行
い
、
最
終
審
査
エ
ン
ト
リ
ー
作
品

を
選
出
。続
い
て
11
月
末
に
は
最
終
審
査
を
行
い
、

審
査
委
員
に
よ
る
厳
正
な
審
査
を
経
て
、
個
人
賞

部
門
・
学
校
賞
部
門
の
受
賞
作
品
を
決
定
し
た
。

表
彰
式
は
、
1
月
11
日
（
土
）、
受
賞
者
17
名
、

受
賞
校
5
校
を
招
い
て
、
東
京
會
舘
東
商
ス
カ
イ

ル
ー
ム
で
開
催
。
主
催
者
挨
拶
に
立
っ
た
日
本
民

営
鉄
道
協
会
の
坂
井
信
也
会
長
（
阪
神
電
気
鉄
道

株
式
会
社
取
締
役
会
長
）
は
「
鉄
道
を
応
援
し
て

く
だ
さ
る
小
学
生
の
皆
さ
ん
か
ら
た
く
さ
ん
の
応

募
を
い
た
だ
き
、た
い
へ
ん
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
」

と
感
謝
を
述
べ
、
続
い
て
文
部
科
学
省
初
等
中
等

教
育
局
の
杉
田
洋
視
学
官
、
国
土
交
通
省
鉄
道
局

都
市
鉄
道
政
策
課
の
堀
内
丈
太
郎
課
長
、
全
国
小

学
校
社
会
科
研
究
協
議
会
の
石
橋
昌
雄
会
長
か
ら

は
子
ど
も
た
ち
に
祝
福
の
言
葉
が
贈
ら
れ
た
。

私が住む伊勢市の近鉄伊勢市駅には、鉄道マンの鏡ともいう
べき、名物職員さんがいます。私は小さい頃からその職員さんを
知っていて、とにかく「すごいなぁ～、１回でいいからお話しし
たいな」って思っていました。新聞のテーマを「駅の仕事 24 時間」
に決めて、伊勢市駅で取材をさせていただいて、今回はその西
田さんにもお話をお聞きすることができました。西田さんはこの
春に、鉄道マン人生を卒業されます。卒業の、一つの贈り物に
なればと思って、心を込めて作品にまとめました。夏休みの宿
題より新聞づくりの方が大事だって思うぐらい、一生懸命つくっ
たので、最優秀作品賞を受賞することができてとてもうれしいで
す。鉄道について調べてみたいこと、書いてみたいことは、たく
さんあります。次回は特別賞を目指して参加したいと思います。

「駅舎密着24時」
三重県／伊勢市立大湊小学校　湯前美優

受賞者の皆さんと主催者・後援者の役員

（左から）主催者挨拶をする坂井会長、祝辞を述べる文部科学省の杉田視学官、国土交通省の堀内鉄道政策課長、全国小学校社会科研究協議会の石橋会長 

第７回「『私とみんてつ』小学生新聞コンクール」の表彰式が
開催された。表彰式には全国 609 校 7062 点の応募作品の中か
ら厳正な審査を経て入賞作品に選ばれた個人賞部門・学校賞部
門の受賞者、受賞校が出席。栄えある受賞をともに祝った。

個人賞部門
最優秀作品賞　文部科学大臣賞

最優秀作品賞の表彰を受ける湯前美優さん

全国 609 校、7062 点の応募作品から、
個人賞・学校賞が決定。

小学生新聞コンクール表彰式を開催

第　 　　　回
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新
聞
づ
く
り
を
通
し
て
身
に
付
く
力

小
学
生
新
聞
コ
ン
ク
ー
ル
の
募
集
対
象
は
小
学

生
全
学
年
で
、
新
聞
づ
く
り
が
難
し
い
小
学
1
・

２
年
生
に
つ
い
て
は
「
絵
日
記
風
の
新
聞
」
も
受

け
付
け
て
い
る
。
回
を
重
ね
る
ご
と
に
総
合
学
習

や
国
語
な
ど
の
授
業
、
夏
休
み
の
自
由
研
究
や
宿

題
に
活
用
す
る
学
校
が
増
え
、
毎
年
自
発
的
に
参

加
す
る
児
童
も
年
々
増
え
て
い
る
。

新
聞
づ
く
り
は
、
単
な
る
調
べ
学
習
と
は
異
な

り
、
簡
単
に
作
成
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
自
分

が
興
味
を
持
っ
た
こ
と
や
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を

テ
ー
マ
に
、
調
べ
て
考
え
る
力
、
分
か
り
や
す
く

ま
と
め
る
力
が
必
要
だ
。
時
間
も
か
か
る
。

第
7
回
の
個
人
賞
部
門
の
受
賞
作
品
は
、
特
に

自
ら
駅
な
ど
現
場
に
出
か
け
、
自
分
の
目
と
耳
で

情
報
を
集
め
、
し
っ
か
り
ま
と
め
あ
げ
た
作
品
が

多
か
っ
た
。
題
材
も
電
車
の
仕
組
み
や
駅
員
の
仕

事
、
鉄
道
の
歴
史
や
マ
ナ
ー
な
ど
幅
広
く
、
受
賞

し
た
子
ど
も
た
ち
は
「
鉄
道
へ
の
興
味
が
深
ま
っ

た
」
と
口
々
に
話
し
て
い
る
。

日
本
民
営
鉄
道
協
会
で
は
、最
優
秀
作
品
賞（
文

部
科
学
大
臣
賞
）受
賞
作
品
と
最
優
秀
学
校
賞（
国

土
交
通
大
臣
賞
）
受
賞
校
を
紹
介
す
る
ポ
ス
タ
ー

を
作
成
、
３
月
末
日
ま
で
協
会
加
盟
71
社
の
駅
に

掲
出
す
る
。

全国 71 社約 3000 の駅に
掲出されるポスター ■個人賞部門 最優秀作品賞（1 名）、優秀作品賞（7 名）、奨励賞（9 名）、佳作（23 名）

■学校賞部門 最優秀学校賞（1 校）、優秀学校賞（5 校）、奨励賞（5 校）、若草奨励賞（5 校）
個人賞部門の最優秀作品賞、優秀作品賞、奨励賞、佳作を受賞した作品は、
日本民営鉄道協会ホームページ内サイト『みんてつキッズ』で紹介しています。http://kids.mintetsu.or.jp/

私は毎日、近鉄電車に乗って通学してい
ます。時々見かける女性の車しょうさんが気
になっていました。大石さんという車しょう
さんで、インタビューして、お仕事の内容を
教えてもらいました。優しくいろいろなこと
を教えてくれました。入賞を知った時は、と
てもうれしかったです。

「みんてつ新聞
近鉄電車のかっこいい車しょうさん」
京都府／京都女子大学附属小学校　庄司瑞季

2013 年にデビューしたピッコロとピッ
コラは、調べてみると、小さくてもすご
い秘密がたくさんあります。どうやって
まとめようかと考えて、クラスでも小さ
い私と比べっこすることにしました。そ
れが一番の工夫です。2 年連続で優秀
作品賞をもらって、とてもうれしいです。
次回も頑張ります。

「広島でＧＯ　ＧＯ !!」
広島県／広島市立広瀬小学校　佐藤　茜

僕は近鉄電車が大好きで、いろいろな
車両を知っています。でも「鮮魚列車」
は見たこともないし時刻表にも載ってい
ない。新聞の題材を鮮魚列車に決めま
した。2 日間取材して、いろいろと話を
聞き、写真も撮らせてもらいました。お
仕事をしている人たちは大変なんだなっ
て思いました。

「近畿日本鉄道　鮮魚列車特集号
―大阪の食生活を支えてきた電車―」
大阪府／大阪市立阪南小学校　川合祥朗

今まで気になっていたこと、心に響い
たことを記事にまとめました。長後駅に
は鳩がいて、以前、天井スペースに入り
込んだ鳩が抜け出せなくなって救出され
る事件がありました。私はよかったと思っ
たけど、鳩は迷惑と思う人も多いと思っ
たので『鳩さん、おおめにみてあげて』
というタイトルで、コラムにまとめました。

「小田急長後駅新聞」
神奈川県／湘南白百合学園小学校
鈴木すみれ

柏森小学校は 2009 年から参加し、初回
は優秀学校賞、以降 4 年連続で最優秀学
校賞をいただいています。学校全体で取り
組んだことなどが評価されての受賞だと思っ
ています。今後は、作品 1 点 1 点の質を上
げていくことが課題だと捉えており、来年は
ぜひ個人賞部門の受賞を目指して、子ども
たちとともに頑張りたいと思っています。

愛知県／丹羽郡扶桑町立柏森小学校

前回に続いて応募しました。『珍珍タイム
ズ第 2 号』です。豊橋鉄道に取材に行ったり、
市役所にある市電のコーナーでいろいろ調べ
て「市電と街づくり」についてまとめました。
豊橋の人はあまり歩かないんです。街を歩い
て、車ではなく、もっと市電を利用すること
を提案したいと考えました。

「珍珍タイムズ」
愛知県／豊橋市立羽根井小学校　鈴木綾音

電車が大好きで、インターネットで調べて
いる時、このコンクールを見つけて、僕も応
募することにしました。富士山が世界文化遺
産に登録されて、外国の人もいっぱい来るよ
うになりました。看板やアナウンスなどを工
夫して、外国の人たちがもっと利用しやすい
鉄道になればいいなと思ってまとめました。

「富士山に1番近い鉄道　富士急こども新聞
富士山世界遺産登録　特別記念号！」
山梨県／富士河口湖町立船津小学校　森　響

江ノ島電鉄では 1997 年に自動改札機が
導入されました。どうして自動改札機が導入
されたのか、本当に早く改札機を通過できる
のか、実際に藤沢駅に行ってストップウォッ
チとカウンターを使って 1 台の自動改札機を
通過する人数と時間を調べました。大変だっ
たけど、とても面白かったです。

「江ノ電新聞　～自動改札特集号～」
神奈川県／湘南白百合学園小学校　森口　碧

優秀作品賞（日本民営鉄道協会　会長賞）

学校賞部門
最優秀学校賞
国土交通大臣賞

優秀作品賞（全国小学校社会科研究協議会　会長賞）
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　阪急電鉄京都線の新駅「西山天王山駅」が 2013 年 12 月 21
日、京都府長岡京市友岡に開業した。西山天王山駅は、阪急電鉄
全線で 2 番目に駅間が長かった長岡天神－大山崎駅間に位置し、
長岡天神駅から約 1.5㎞の地点にある。駅の上方で、高速道路の
京都縦貫自動車道が交差する全国でも珍しい構造で、鉄道と高
速道路が直結。駅前広場と高速バスのバスストップがエレベー
ターで結ばれている。

●高速道路と鉄道を組み合わせた公共交通への転換
　西山天王山駅の開業に合わせ、京都縦貫自動車道には「高速
長岡京バスストップ」が開設された。これまで個別に交通ネット
ワークを構築してきた鉄道と高速道路だが、西山天王山駅では電
車と高速バスが直結。駅前広場のエレベーターを使って、2 分で
高速バスストップに行ける。電車と京都縦貫自動車道や名神高速
道路、京滋バイパスを走行する高速バスとの乗り継ぎが容易にで
きるようになっている。
　高速バスで神戸や大阪、京都の都心部に向かう場合、交通量
の多い都心側で渋滞に遭う可能性が高くなるが、高速長岡京バス
ストップで下車して定時性の高い鉄道に乗り換えれば、渋滞によ
る遅れを回避して都心部に向かうことができる。

　マイカーなら長岡京インターチェンジで高速を下り、パーク・
アンド・ライド駐車場にマイカーを駐車して鉄道に乗り継げば、
目的地までの定時性を確保できる。駅前広場に整備されたパー
ク・アンド・ライド駐車場は約 40 台収容で、電気自動車用の急
速充電器も設置されている。
　一方、駅前ロータリーからは、阪急バスと京阪バスが共同運行
する JR 長岡京駅と京阪淀駅を結ぶ新設のバス路線が発着してい
る。これまで桂川で分断されていたエリアがバス路線でつながり、
京阪電車への乗り換えについても利便性が向上した。
　駅舎は、竹林や照葉樹林、田園風景が色濃く残る周辺地域と
の調和を考慮した「和モダン」がコンセプト。アースカラーを基
調とした配色、木や土などをイメージさせる素材の活用が目を引
く。駅舎正面は吹き抜けで、明るく開放感を感じさせる空間と
なっており、夜間には内部の照明の光でシンボリックに駅舎が浮
かび上がる設計だ。
　西山天王山駅には普通電車と準急電車が 1日に上下 120 本

（平日）ずつ停車し、1日当たり乗降客約 7900 人を見込む。高速
バスやマイカーとの乗り継ぎがしやすい鉄道駅――高速道路と鉄
道駅を組み合わせた公共交通への転換を示す「新しい形の交通
結節点」が誕生した。

1 2013 年 12 月 21日に開業した「西山天王山駅」。改札口付近にバス乗り場、駐車場、駐輪場を配置。高速バ
スストップとはエレベーターで接続している。2セレモニーでくす玉を割り、開業を祝う関係者ら。この日、駅
前の交差点から国道 171 号までを結ぶ「府道大山崎大枝線」も同時に開通した。3高速バスストップ（大山崎
JCT 方面）に直結するエレベーター。4バスストップに停車する高速バス。 5東口駅前広場には路線バスが発
着する。広場に隣接してパーク・アンド・ライド駐車場、駐輪場が整備されている。

天王山

桂

東向日
京都縦貫
自動車道

沓掛 IC

鴨川

宇治川

大阪府大阪府

桂
川

淀
川

大山崎大山崎

淀淀
大山崎JCT大山崎JCT

西院
嵐山

京都

河原町

京
都
本
線

京
都
本
線

京阪本
線

京阪本
線

名神高
速道路

名神高
速道路

西山天王山駅西山天王山駅
長岡京 IC長岡京 IC

嵐
山
線

嵐
山
線

京都府京都府

長岡京市

八幡市八幡市

長岡天神

1 3

54

2

阪急電鉄

高速道路に直結、「西山天王山駅」が開業
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　高松琴平電気鉄道（ことでん）は 2013 年 12 月15 日、琴平
線の陶

すえ

－滝宮駅間、綾
あ や が わ

川町萱
かやはら

原に新駅「綾川駅」を開業した。陶
駅から西へ約 1.5㎞、滝宮駅から東へ約 900m に位置する綾川駅
周辺には、大型商業施設をはじめ、役場や図書館などの公共施
設、福祉医療施設が集積している。綾川町はこれらの要素を活か
し、「駅を中心としたまちづくり」を進めていく方針だ。

●新駅中心にまちづくり構想を策定
　県や沿線自治体、ことでんなどで組織される「ことでん活性化
協議会」は、ことでんのサービス向上だけではなく、他の公共交
通やまちづくりとの連携を図っていくための具体的な取り組みを
検討し、2011年 3 月、「ことでん沿線地域公共交通総合連携計
画」をまとめた。
　この計画において重要施策として位置付けられたのが「陶－滝
宮間への新駅整備計画」で、綾川町はこれを受け、2012 年 3 月
に「綾川町新駅設置に伴う新まちづくり構想」を策定している。
　綾川町は、香川県のほぼ中央に位置する総面積 109.67 平方
㎞、人口約 2 万 5000 人の町。綾川駅が整備された町の北西地
区は、国道 32 号線沿いに大型商業施設や公共施設などが集積、
人口減少や少子高齢化が進む町の中でも宅地開発の進展で人口

が増加傾向を見せるエリアとなっている。新まちづくり構想では、
こうした利便性の高い地区の特性を活かしながら、新駅における
交通結節機能を高め、駅を中心とした持続可能なまちづくりを目
指していく方針だ。
　綾川駅の駅本体はことでん活性化協議会、駅前広場や進入道
路などは綾川町が整備した。駅のホームは全長 85m で、駅前広
場にはバスやタクシー、一般車両の乗降スペースを整備。駅近く
には、パーク・アンド・ライド駐車場も確保している。
　また、ことでんは綾川駅の開業に合わせてダイヤ改正を実施。
始発・終電を拡充するとともに、平日は通勤・通学時間帯に 15
分間隔で運行し、休日は綾川駅周辺の大型商業施設への買い物
客に合わせた午前・午後の時間帯を15 分間隔で運行するなど、
運行本数を増やしている。
　一方、綾川町は綾川駅と JR 坂出駅を結ぶ路線バスの 1年間の
実験運行を開始し、JR 坂出駅から綾川駅を経由して高松空港を
結ぶリムジンバスの試験運行もスタートさせた。
　香川県の中西部地域における交通結節点としての役割が期待
される綾川駅は、地域鉄道の利便性向上施策におけるリーディン
グ・ケースとして全国からも注目を集めている。

1 2013 年 12 月 15 日 8 時 42
分、滝宮駅を発車する「綾川駅
開業記念臨時列車」。式典に出席
する関係者を乗せて新駅に向
かった。2ことでん「綾川駅」は
地域の交通結節点としての役割
が期待されている。3ことでんの
新駅整備は、琴平線空港通り駅

（高松市寺井町）以来、約 7 年半
ぶりとなる。ゆるキャラたちもお
祝いに駆け付け、関係者らでテー
プカットを行った。

1

琴平山

大平山

高松自動車道高松自動車道

琴電琴平琴電琴平
榎井榎井

羽間羽間

岡田岡田
栗熊栗熊

羽床羽床
滝宮滝宮

陶陶
畑田畑田

挿頭丘挿頭丘

岡本岡本

円座円座

太田太田

仏生山仏生山

三条三条

栗林公園栗林公園

瓦町瓦町

高松築港高松築港
片原町片原町

一
宮
一
宮空
港
通
り

空
港
通
り

綾川駅綾川駅

琴平線 長尾長尾

志度志度

高松高松

ＪＲ予讃線

ＪＲ予讃線

2

3

高松琴平電気鉄道

琴平線に新駅「綾川駅」が開業
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前
日
に
見
た
富
山
県
高
岡
市
周
辺
の
天
気
予
報
は
、

曇
り
時
々
雨
、
降
水
確
率
40
％
。「
弁
当
忘
れ

て
も
傘
忘
れ
る
な
」
の
お
土
地
柄
、
多
少
の
雨
雪
は
覚

悟
の
上
で
や
っ
て
き
た
高
岡
市
は
ま
ず
ま
ず
の
お
天
気
。

本
日
の
目
的
は
、
高
岡
市
か
ら
射い
み
ず水
市
を
走
る
万

葉
線
の
終
着
駅
「
越
ノ
潟
」
に
程
近
い
、
新
湊
大
橋

と
富
山
湾
越
し
に
見
る
立
山
連
峰
の
絶
景
。
立
山
連

峰
は
、
冬
晴
れ
の
日
に
き
れ
い
に
見
ら
れ
る
と
い
う

か
ら
、
曇
り
時
々
雨
の
天
気
予
報
を
前
に
八
割
方
あ

き
ら
め
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
れ
な
ら
少
し
、
期
待
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

車
窓
に
見
え
る
高
岡
大
仏

Ｊ
Ｒ
高
岡
駅
の
周
辺
は
現
在
工
事
中
。
建
設
中
の

「
高
岡
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
」
が
出
来
上
が
れ
ば
、
万

葉
線
は
こ
の
ビ
ル
の
中
に
乗
り
入
れ
る
。
３
月
末
の

完
成
後
に
は
、
Ｊ
Ｒ
と
の
乗
り
換
え
も
楽
に
な
る
ん

だ
ろ
う
な
と
思
い
つ
つ
、
工
事
現
場
を
ぐ
る
り
と
回

り
、
万
葉
線
の
「
高
岡
駅
前
電
停
」
へ
。
待
つ
こ
と

し
ば
し
で
や
っ
て
来
た
の
は
、
使
い
込
ま
れ
た
運
転

席
に
運
賃
箱
や
両
替
機
、
非
常
ス
イ
ッ
チ
や
予
告
ブ

ザ
ー
の
表
示
が
手
書
き
な
の
も
素
朴
な
「
古
き
良
き

昭
和
」
と
い
っ
た
風
情
の
電
車
。

ガ
タ
ゴ
ト
と
の
ん
び
り
走
り
出
し
た
電
車
が
緩
や

か
な
坂
道
を
横
切
っ
た
瞬
間
、
何
気
な
く
窓
の
外
へ

向
け
て
い
た
視
線
の
端
に
、
商
店
や
住
宅
と
並
ん
で

大
仏
様
の
姿
が
ち
ら
り
。「
え
っ
」
と
思
っ
た
と
き
に

は
、
電
車
は
あ
っ
さ
り
通
り
過
ぎ
、
大
仏
様
は
嘘
の

よ
う
に
掻
き
消
え
る
。
高
岡
市
に
は
、
奈
良
や
鎌
倉

と
並
ぶ
、
日
本
三
大
大
仏
の
一
つ
が
あ
る
。
そ
れ
は

知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
て
っ
き
り
伽が
ら
ん藍
の
奥
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
ど
う
や
ら

ち
ょ
っ
と
違
う
ら
し
い
。
帰
り
の
電
車
で
も
う
一
度
、

こ
ん
ど
は
し
っ
か
り
見
て
み
よ
う
と
心
に
決
め
る
。

「
あ
い
の
風
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」
を
全
力
疾
走

「
高
岡
駅
前
電
停
」
を
出
発
し
て
約
40
分
、
終
点

「
越
ノ
潟
」
に
到
着
。
駅
の
裏
手
に
回
れ
ば
新
湊
大
橋

は
す
ぐ
目
の
前
。

高
さ
１
２
７
ｍ
の
主
塔
に
支
え
ら
れ
た
新
湊
大
橋

は
、
真
下
か
ら
で
は
首
を
ぐ
い
っ
と
そ
ら
さ
な
け
れ
ば

天
辺
ま
で
視
界
に
入
ら
な
い
。
一
昨
年
開
通
し
た
こ
の

橋
の
、
車
が
通
る
部
分
の
下
に
、
人
が
歩
い
て
渡
れ

る
「
あ
い
の
風
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」
が
開
通
し
た
の
は
昨

年
６
月
。
海
岸
沿
い
に
設
置
さ
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で

一
気
に
40
ｍ
昇
れ
ば
、
空
中
散
歩
が
楽
し
め
る
。

中
央
部
に
向
け
て
ゆ
る
い
坂
に
な
っ
て
い
る
た
め

端
か
ら
端
ま
で
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、

平
日
の
昼
間
、
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
に
人
の
気
配
は
な
く
、

ど
う
や
ら
延
長
４
８
０
ｍ
を
独
り
占
め
！　

左
右
の

窓
か
ら
外
を
眺
め
る
に
は
、
手
前
の
金
網
が
少
し
邪

魔
。
そ
れ
で
も
金
網
の
お
か
げ
で
、「
地
上
40
ｍ
、
真

下
は
海
」
の
怖
さ
は
な
い
。
日
本
海
と
は
思
え
な
い

穏
や
か
な
富
山
湾
を
眺
め
つ
つ
、
約
10
分
で
反
対
側

に
到
着
。
そ
の
ま
ま
、
く
る
り
と
引
き
返
し
た
と
た

ん
、
貨
物
船
の
警
笛
が
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
間
近
に

響
き
、
余
韻
を
残
し
て
消
え
て
い
く
。
大
き
な
音
が

消
え
た
後
は
、
静
け
さ
が
よ
け
い
に
際
立
つ
。

「
ち
ょ
っ
と
寂
し
い
な
」
と
思
い
始
め
る
と
、
頭
上

を
通
る
車
の
音
や
風
の
吹
き
抜
け
る
音
、
自
分
の
足

音
さ
え
も
気
に
な
り
始
め
、
だ
ん
だ
ん
怖
い
よ
う
な

気
も
し
て
く
る
。
自
然
に
足
は
速
く
な
り
、
早
足
、

手書きされた「非常スイッチ」の文字が素朴な車内。

万葉線株式会社
連
　
載文・写真　松澤美穂

富
山
湾
越
し
の

立
山
連
峰
の
絶
景
に
、

人
気
の
「
ド
ラ
え
も
ん
ト
ラ
ム
」。

ど
ち
ら
も
確
実
に
楽
し
む
た
め
に
は
、

運
に
頼
る
よ
り
下
調
べ
が
重
要
。

万葉線
【まんようせん】

高岡駅前電停から、射水市にある越之潟駅
まで、25の電停・駅を約40分で結ぶ。沿
線住民の通勤・通学を支える生活路線。

坂
下
町

六渡寺

新町口

中新湊

東新湊

海王丸
越ノ潟

本
丸

会
館
前

高岡軌道線

新
湊
港
線

北陸線

氷見線

新湊線高
岡
駅
前
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駆
け
足
、
全
力
疾
走
！

戻
り
着
い
た
ス
タ
ー
ト
地
点
で
息
を
切
ら
し
て
い

る
と
、
昇
っ
て
来
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
か
ら
ジ
ャ
ー
ジ

姿
の
男
性
が
一
人
。
ゼ
イ
ゼ
イ
喘
ぐ
こ
ち
ら
を
怪け
げ
ん訝

そ
う
に
一い
ち
べ
つ瞥
し
、
さ
っ
さ
と
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を
渡
っ

て
い
く
。
何
だ
か
今
度
は
気
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
き

て
、
急
い
で
地
上
へ
。

今
日
と
昨
日
、
１
日
違
い
で
大
違
い

駅
に
は
戻
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
歩
い
て
、
富
山
湾
を

一
望
で
き
る
海
王
丸
パ
ー
ク
へ
。

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を
渡
っ
て
い
た
と
き
か
ら
、
薄
々

気
が
付
い
て
は
い
た
け
れ
ど
、立
山
連
峰
は
や
っ
ぱ
り

今
日
は
見
え
な
い
ら
し
い
。
本
来
あ
る
べ
き
場
所
に

は
、
薄
い
雲
が
広
が
り
、
よ
く
よ
く
目
を
凝
ら
す
と
、

山
の
稜
線
が
見
え
る
よ
う
な
、見
え
な
い
よ
う
な
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
中
の
地
元
の
方
を
見
つ
け
て
、「
立

山
連
峰
っ
て
…
…
」
と
尋
ね
る
と
、「
あ
ぁ
今
日
は
ダ

メ
だ
ね
」
と
、
あ
っ
さ
り
。「
晴
れ
た
日
に
は
見
え

る
っ
て
聞
い
て
い
た
ん
で
す
け
ど
」
と
食
い
下
が
っ

て
み
る
と
、「
晴
れ
が
続
く
と
、
空
気
中
に
チ
リ
が
溜

ま
っ
て
、
か
え
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
く
る
ん
だ
よ
。

雨
の
翌
日
、
す
っ
き
り
晴
れ
た
日
な
ん
か
が
最
高
に

き
れ
い
だ
ね
」
と
い
う
。
お
ま
け
に
、
昨
日
ま
で
は

何
と
か
見
え
て
い
た
し
、
昨
日
は
湾
内
に
イ
ル
カ
の

群
れ
が
入
っ
て
来
て
い
た
と
か
。
１
日
違
い
で
、
立

山
連
峰
も
イ
ル
カ
も
見
ら
れ
な
い
な
ん
て
運
が
悪
い

と
ぼ
や
い
た
ら
、
イ
ル
カ
は
と
も
か
く
、
富
山
湾
越

し
の
立
山
連
峰
を
確
実
に
見
た
い
、
写
真
を
撮
り
た

い
と
い
う
人
は
、「
き
ち
ん
と
天
気
図
を
読
ん
で
、
こ

れ
っ
て
い
う
日
に
来
て
い
る
み
た
い
だ
よ
」
と
の
こ

と
。
絶
景
を
見
る
に
は
、
運
よ
り
、
相
応
の
下
調
べ

が
必
要
だ
っ
た
ら
し
い
。

ド
ラ
え
も
ん
の
ひ
み
つ
道
具
、
覚
え
て
ま
す
か
？

立
山
連
峰
と
イ
ル
カ
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
代
わ
り
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
帰
り
は
絶
対
に
「
ド

ラ
え
も
ん
ト
ラ
ム
」
に
乗
ろ
う
と
決
め
る
。
２
０
１
２

年
か
ら
運
行
さ
れ
て
い
る
「
ド
ラ
え
も
ん
ト
ラ
ム
」

は
、
当
初
1
年
間
の
運
行
予
定
だ
っ
た
の
が
、
人
気
に

応
え
て
、
２
０
１
５
年
8
月
ま
で
運
行
を
延
長
。
先

日
、
乗
客
20
万
人
を
突
破
し
て
い
る
。
万
葉
線
に
乗

り
に
来
て
、
こ
れ
に
乗
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

今
度
は
き
ち
ん
と
万
葉
線
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
運

行
時
間
を
下
調
べ
し
て
、「
ド
ラ
え
も
ん
ト
ラ
ム
」

の
、
ピ
ン
ク
色
の
ど
こ
で
も
ド
ア
か
ら
乗
車
す
る
。

一
つ
の
窓
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
１
人
。
天
井
に
は
タ

ケ
コ
プ
タ
ー
を
付
け
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
飛
び
、

壁
に
は
ド
ラ
え
も
ん
の
ひ
み
つ
道
具
が
描
か
れ
、
車

内
は
も
う
ド
ラ
え
も
ん
一
色
。

ス
モ
ー
ル
ラ
イ
ト
、
タ
イ
ム
ふ
ろ
し
き
、
ア
ン
キ

パ
ン
…
…
す
ぐ
に
思
い
出
せ
る
道
具
に
混
じ
っ
て
、

す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
道
具
も
ち
ら
ほ
ら
。
あ

れ
は
、
こ
れ
は
と
考
え
て
い
た
ら
、
車
内
か
ら
確
認

す
る
予
定
だ
っ
た
大
仏
様
を
通
り
過
ぎ
、
あ
っ
と
い

う
間
に
「
高
岡
駅
前
電
停
」
に
到
着
し
て
し
ま
う
。

大
仏
様
を
確
認
す
る
た
め
、
も
う
一
度
「
ド
ラ
え

も
ん
ト
ラ
ム
」
に
乗
り
直
し
て
逆
戻
り
。
次
は
し
っ

か
り
外
を
見
て
い
よ
う
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
視
線

は
つ
い
つ
い
車
内
に
向
か
う
。
そ
ろ
そ
ろ
大
仏
様
が

見
え
て
き
そ
う
。
で
も
、
あ
の
道
具
、「
や
ま
び
こ
や

ま
」
が
思
い
出
せ
な
い
。

人気のドラえもんトラム。車内にはキャラクターや
ひみつ道具のイラストがいっぱい。

住宅に並び立つ高岡大仏は、目を引く大きさ。

真っ白な主塔が聳え立つ新港大橋。

立山連峰は雲の中。天気が良ければ、こんな景色が。

独り占めの「あいの風プロムナード」。
各所に現在地点を示す表示がされている



MINTETSU SPRING 2014 30

「
江
ノ
電
」
の
愛
称
で
知
ら
れ
る
江
ノ
島

電
鉄
の
歴
史
は
、
前
身
と
な
る
江
之
島
電

気
鉄
道
が
明
治
三
十
五
年
九
月
に
藤
沢

－

片
瀬
（
現
・
江
ノ
島
）
間
を
開
業
し
た
こ

と
に
始
ま
る
。
明
治
四
十
三
年
十
一
月
に

は
小
町
（
現
・
鎌
倉
）
ま
で
延
伸
し
て
全

通
。
そ
の
翌
年
、
電
力
会
社
の
横
浜
電
気

に
吸
収
合
併
さ
れ
、
江
之
島
電
気
鉄
道
部

と
な
っ
た
。
そ
の
横
浜
電
気
も
東
京
電
灯

（
現
・
東
京
電
力
）
に
買
収
さ
れ
る
が
、
大

正
十
五
年
に
新
た
に
江
ノ
島
電
気
鉄
道
が

設
立
、
東
京
電
灯
か
ら
路
線
を
譲
り
受

け
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

戦
後
は
、
社
名
を
江
ノ
島
鎌
倉
観
光
と

改
め
、
小
田
急
電
鉄
の
関
連
会
社
と
な
り
、

昭
和
五
十
六
年
に
は
江
ノ
島
電
鉄
に
社
名

を
変
更
し
た
。

今
回
の
初
三
郎
図
絵
は
、
大
正
六
年
頃

の
刊
行
で
初
作
品
「
京
阪
電
車
御
案
内
」

（
大
正
二
年
）
か
ら
三
十
数
点
目
、
大
正
初

期
の
筆
致
で
あ
る
。
ま
た
昭
和
四
年
、
九

年
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
初
三
郎
作
品
目
録
』

に
は
収
録
モ
レ
し
た
珍
品
で
も
あ
る
。

文
・
藤
本
一
美

text by Kazum
i FUJIM

O
TO

藤本一美
首都大学東京・専修大学非常勤講師。日本地図学会会員。鳥瞰図・展望図資料室兼山岳情報資料室主宰。
近・現代の鳥瞰図絵師の作品収集と研究に精力的に取り組んでいる。著書に『旅と風景と地図の科学Ⅱ』（私家版 2006 年）、
最新刊に『展望の山50選 関東編』（東京新聞出版局）がある。

連載─第�回

鎌
倉
名
所
図
絵

︵
巻
物
︶

３点とも大正６年発行の初三郎鳥瞰名所図絵の表紙絵。
英文・ローマ字表記が混在、図柄・構図は類似している。
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構
図
は
右
端
に
古
都
・
鎌
倉
の
名
所
旧

跡
で
あ
る
鶴
岡
八
幡
宮
・
大
銀
杏
や
源
頼

朝
ノ
墓
、
建
長
寺
、
円
覚
寺
、
長は

せ谷
大
仏

像
、
鎌
倉
権
五
郎
を
祀
る
御ご

り
ょ
う霊
神
社
な
ど

を
立
体
絵
図
と
し
て
配
置
。
図
を
よ
く
見

る
と
、
横
須
賀
線
と
交
差
し
た
若
宮
大
路

の
併
用
軌
道
上
に
旧
鎌
倉
駅
が
あ
る
（
昭

和
二
十
四
年
に
鎌
倉
駅
西
口
に
移
設
）。
駅

を
出
発
し
、
分
水
嶺
の
極
楽
寺
ト
ン
ネ
ル

を
抜
け
れ
ば
、
稲
村
ヶ
崎
か
ら
西
に
広
が

る
七
里
ヶ
浜
へ
。
そ
の
沖
合
は
、
逗
子
開

成
中
学
ボ
ー
ト
部
員
の
遭
難
哀
歌
「
真
白

き
富
士
の
根
」
で
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
。
さ

ら
に
な
ぎ
さ
沿
い
を
西
に
走
行
し
、
七

里
ヶ
浜

－

腰
越
間
で
は
、
図
絵
に
は
な
い

日
坂
（
現
・
鎌
倉
高
校
前
）
駅
が
誕
生
。

前
後
し
て
図
絵
左
端
に
は
江
の
島
後
方
に
、

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
ば
か
り
の

「
富
士
山
」
が
視
界
に
入
る
。
眺
望
の

ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
も
随
所
に
あ
る
。

次
の
片
瀬
（
現
・
江
ノ
島
）
ま
で
は
路

面
軌
道
を
行
く
。
江
ノ
電
本
社
ビ
ル
や
名

刹
・
龍
口
寺
が
あ
る
、
江
の
島
観
光
の
拠

点
で
も
あ
る
。
あ
と
は
西
方
（
現
・
湘
南

海
岸
公
園
）
や
鵠
沼
な
ど
を
経
て
、
終
点

の
藤
沢
駅
ま
で
総
延
長
十
㎞
、
三
十
五
分

ほ
ど
の
行
程
で
旅
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
と
な
る
。

な
お
、
初
三
郎
得
意
の
ピ
ン
ク
の
桜
に
、

梅
花
の
表
現
が
加
味
さ
れ
て
い
て
、
萌
芽

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
楽
し
い
。

『鎌倉名所図絵』（大正６〈1917〉年頃）
発行所・印刷所不記、
ＹＯＳＨＩＤＡ．　の署名・落款のみ記す。

江ノ島電鉄株式会社
Enoshima Electric Railway Company, Limited.
設立：大正 15（1926）年７月 10 日
本社：神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目８番１６号

　市街地を抜けて湘南の海岸線沿いを走り、路地や山あ
いをゆく。藤沢と鎌倉を結ぶ全長 10㎞の路線には、著名
な観光名所や名勝が多数存在し、大勢の旅客で１年を通
じて賑わっている。江ノ電の車両と沿線風景が被写体に
なりやすいことから、ＴＶドラマや映画、グラビアなどの
撮影に使われることも多く、江ノ電自体が江の島・鎌倉の
重要な観光資源の一つとなっている。
　生活路線としては、藤沢でＪＲ東海道本線、鎌倉でＪ
Ｒ横須賀線に接続し、東京圏の通勤輸送の一翼を担って
いる。平成 24 年には、藤沢－片瀬（現・江ノ島）間の
開業から１１０周年を迎えた。

電車と魅力ある沿線風景。
ファンが多い由緒ある電気鉄道。

藤沢

鎌倉

東海道線

大船
大船

片
瀬
江
ノ
島

小
田
急
江
ノ
島
線

湘南モノレール線

湘南江の島

横須賀線

藤沢

江
ノ
島 腰

越

極
楽
寺

鎌倉

江ノ島電鉄株式会社 路線図 初
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東急田園都市線たまプラーザ駅

【訂正】
Vol.48 で以下のような誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

11P：図表 空港線（旧・穴守線）の変遷
 （誤）1998（平成 10）年 4 月 1 日 （正）1998（平成 10）年 11 月 18 日
 （誤）2013（平成 25）年 4 月 1 日 （正）2010（平成 22）年 10 月 21 日　
16P：お名前 長塚隆介
 （誤）MAGATSUKA  （正）NAGATSUKA　
 3P：目次 REPORTIII のページ数字
 （誤）25  （正）22


