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は
じ
め
に

―〝
都
市
と
鉄
道
の
相
互
作
用
〟を
語
り
継
ぐ
博
物
館
―

都
市
の
郊
外
で
、自
然
に
接
し
な
が
ら
文
化
的

に
暮
ら
す
こ
と
は
、か
つ
て
人
々
が
理
想
と
し
た

生
活
で
あ
る
。肉
体
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
が
、田
園
の
趣
が
残
る
郊
外
に
瀟し

ょ
う
し
ゃ洒

な
住
宅
を
建
て
、都
心
に
あ
る
オ
フ
ィ
ス
ま
で
郊
外

電
車
で
通
勤
す
る
。そ
う
い
う
恵
ま
れ
た
生
活
を

送
る
彼（
彼
女
）ら
だ
が
、有
閑
階
級
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、れ
っ
き
と
し
た
労
働
者
で
あ
る
。
郊
外

に
は
、働
く
人
々
が
築
い
た
健
全
な
文
化
が
あ
る
。

人
々
が
郊
外
の
住
宅
地
で
暮
ら
す
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
一
世
紀
が
経
過
し
た
。
民
営
鉄
道

（
民
鉄
）
は
、
郊
外
に
適
地
を
求
め
て
宅
地
開
発

を
進
め
、
郊
外
と
都
心
を
結
ぶ
通
勤
の
た
め
の

鉄
道
を
運
営
し
て
き
た
。
こ
の
鉄
道
は
、
都
市

で
働
く
人
々
の
生
活
を
支
え
、
そ
の
人
々
に

よ
っ
て
鉄
道
が
支
え
ら
れ
て
き
た
。

鉄
道
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
沿
線
に
常
住

す
る
人
が
増
え
る
こ
と
で
あ
る
。
鉄
道
は
大
量
生

産
シ
ス
テ
ム
だ
か
ら
、
輸
送
人
員
が
増
え
な
い
こ

と
に
は
事
業
の
成
長
が
見
込
め
な
い
。
沿
線
人

口
は
、
経
営
を
左
右
す
る
最
大
の
要
素
で
あ
る
。

沿
線
人
口
の
趨す

う
せ
い勢
を
捉
え
、〝
都
市
と
鉄
道
の

相
互
作
用
を
考
え
る
〟
こ
と
が
、
民
鉄
の
博
物

館
が
持
つ
基
本
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の

テ
ー
マ
を
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
ど
う
す
れ

ば
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

電
車
目
線
で
走
る

―
子
ど
も
が
喜
ぶ
博
物
館
―

子
ど
も
が
な
り
た
い
職
業
の
ベ
ス
ト
・
テ
ン

に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
電
車
の
運
転

士
が
入
っ
て
い
る
。
幼
児
の
場
合
は
、
運
転
士

と
い
う
よ
り
電
車
そ
の
も
の
に
な
り
た
が
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
親
に
し
て
み
れ
ば
、
電
車

に
な
れ
る
わ
け
が
な
い
で
し
ょ
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
小
さ
い
子
ど
も
は
、
電
車
を
擬
人
化

し
て
認
識
す
る
。
モ
ノ
に
自
分
と
同
じ
命
を
与

え
、
感
情
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
生
命
や
モ
ノ

の
大
切
さ
を
体
得
す
る
。

京
王
れ
ー
る
ラ
ン
ド
に
あ
る
ア
ス
れ
ー
る

チ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
に
ピ
タ
リ
と
応

え
る
施
設
で
あ
る
。「
鉄
道
系
博
物
館
史
上
初
！ 

子
ど
も
た
ち
が
『
電
車
目
線
』
で
動
き
回
れ
る

空
間
」
と
い
う
謳う

た

い
文
句
で
、
自
分
が
好
き
な

電
車
に
な
り
き
っ
て
、
山
あ
り
谷
あ
り
の
路
線

を
走
り
回
る
人
気
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

一
か
ら
十
ま
で
大
人
が
お
膳
立
て
す
る
の
で

は
な
く
、
子
ど
も
が
想
像
力
を
フ
ル
に
発
揮
し

て
、
心
か
ら
楽
し
め
る
場
に
す
る
こ
と
で
、
こ

の
施
設
は
成
功
し
て
い
る
。
博
物
館
は
遊
園
地

と
は
違
う
の
だ
か
ら
、
子
ど
も
が
遊
ぶ
施
設
は

要
ら
な
い
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
何
と
も
偏
狭
な
考
え
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

世
代
の
来
館
者
に
対
し
て
、
そ
れ
な
り
に
応
え

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
身
近
な
沿
線
風

景
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
展
開
す
る
運
転
シ
ミ
ュ

レ
ー
タ
ー
、
生
活
圏
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め

た
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
は
、
人
気
が
あ
る
定
番
の
展

示
に
な
っ
て
い
る
。

マ
ザ
ー
ズ
・
ハ
ー
ト
に
と
ど
け

―
お
母
さ
ん
が
納
得
す
る
博
物
館
―

子
ど
も
が
走
り
回
っ
た
後
は
、
休
憩
や
飲
食

鉄道の歴史を保存し伝承する「鉄道博物館」が注目を集めている。
民鉄業界においても博物館や資料館、車両展示施設などを整備し、
社会貢献活動の一環として公開する事例が増えている。
地域に根を広げ、地域との一体感を深めていく。
その使命・役割・これからの方向性などについて考察する。
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が
必
要
で
あ
る
。
ど
の
博
物
館
で
も
飲
食
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
軽
食
な
ど

簡
易
な
も
の
で
十
分
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
点

に
関
連
し
て
い
え
ば
、
付
き
添
い
の
お
母
さ
ん

た
ち
が
満
足
す
る
工
夫
が
要
る
。
い
く
ら
子
ど

も
が
面
白
が
っ
て
も
、
リ
ピ
ー
タ
ー
に
な
る
か

ど
う
か
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
の
は
親
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
沿
線
の
資
源
で

あ
る
。
沿
線
名
産
品
の
紹
介
は
、
民
鉄
の
施
設

で
行
わ
れ
て
こ
そ
価
値
が
あ
る
。
普
段
は
手
に

入
れ
に
く
く
、
こ
こ
に
し
か
な
い
、
今
し
か
な

い
と
い
う
品
揃
え
が
よ
い
が
、
実
物
を
扱
う
手

間
が
な
け
れ
ば
紹
介
す
る
だ
け
で
も
意
味
が
あ

る
。
有
機
野
菜
、
海
産
物
、
陶
器
、
織
物
、
レ

ス
ト
ラ
ン
な
ど
、
沿
線
で
営
業
す
る
商
店
や
個

人
に
対
し
て
、
情
報
発
信
の
場
を
提
供
す
る
意

味
も
あ
る
。

各
社
と
も
、
グ
ル
メ
き
っ
ぷ
の
類
を
発
行
し

て
、
沿
線
地
域
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る

か
ら
、
す
で
に
多
く
の
情
報
を
持
っ
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
情
報
の
収
集
に
は
さ
ら
に
磨
き
を
か

け
て
、
伝
統
的
な
も
の
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の

も
の
だ
け
で
は
な
く
、
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に

よ
る
新
し
い
試
み
や
、
半
ば
埋
も
れ
た
文
化
の

再
発
見
な
ど
、
意
外
性
の
あ
る
テ
ー
マ
を
発
掘

す
る
と
い
い
だ
ろ
う
。

沿
線
の
特
徴
と
、
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
・
オ
ブ
・

ラ
イ
フ
（
生
活
の
質
）
が
ア
ピ
ー
ル
で
き
れ
ば
、

旅
客
誘
致
に
繋
が
る
か
ら
、
民
間
企
業
が
博
物

館
を
運
営
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
単
な

る
広
告
で
は
、
博
物
館
で
扱
う
意
味
は
な
い
。

施
設
面
で
、
授
乳
室
、
子
ど
も
用
ト
イ
レ
な

ど
の
設
置
は
欠
か
せ
な
い
。
不
特
定
多
数
の
人

が
利
用
す
る
か
ら
、
不
良
行
為
の
防
止
が
必
要

で
あ
る
。
警
備
を
強
化
し
、
安
全
設
備
を
充
実

し
、
死
角
を
減
ら
す
な
ど
、
施
設
の
内
外
に
わ

た
っ
て
安
心
で
き
る
環
境
を
維
持
す
る
必
要
が

あ
る
。
民
鉄
の
生
命
線
と
も
い
え
る
安
全
・
安

心
へ
の
配
慮
は
、
す
で
に
館
内
施
設
の
随
所
に

反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
さ
ら
に
重
要
性

を
増
し
て
い
く
点
で
あ
る
。

収
蔵
庫
ス
ペ
ー
ス
が
カ
ギ

―
収
蔵
品
の
充
実
を
―

さ
て
、
博
物
館
と
し
て
大
切
な
こ
と
は
何
だ

ろ
う
か
。
世
界
で
最
初
の
鉄
道
と
言
わ
れ
る
の

は
、
リ
バ
プ
ー
ル
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
鉄
道
だ

が
、
実
は
そ
の
開
業
以
前
に
、
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
・

ダ
ー
リ
ン
ト
ン
鉄
道
が
、
貨
客
の
有
償
輸
送
を

手
掛
け
て
い
た
。
そ
れ
を
記
念
し
て
設
立
さ
れ

た
博
物
館
は
、
収
蔵
物
の
価
値
が
高
い
も
の
の
、

残
念
な
が
ら
寂せ

き
り
ょ
う寥

感
漂
う
施
設
で
あ
っ
た
。
展

示
物
を
入
れ
替
え
ず
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
壊
れ
た

ま
ま
に
し
て
い
た
の
で
は
、
来
場
者
は
一
歩
足

を
踏
み
入
れ
る
と
同
時
に
退
屈
に
な
る
。

英
国
の
中
小
博
物
館
は
、
概
し
て
収
蔵
物
を

何
か
ら
何
ま
で
脈
絡
な
く
展
示
す
る
傾
向
が
あ

る
。
一
方
で
、
日
本
の
博
物
館
は
、
収
蔵
物
の

数
が
少
な
く
、
展
示
物
そ
の
も
の
が
貧
弱
な
傾

向
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
垣
内
恵
美
子

「
日
本
の
博
物
館
の
今
」『
運
輸
と
経
済
』

２
０
０
７
年
１
月
）。
博
物
館
と
は
、
そ
の
名
の

通
り
、
豊
富
な
収
蔵
物
を
保
有
し
て
、
そ
の
一

部
を
供
覧
に
付
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
く
さ
ん
の
収
蔵
物
を
持
て
ば
、
展
示
物
を

入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
、
来
館
者
に
は
新
鮮

で
、
博
物
館
側
も
リ
ピ
ー
タ
ー
を
確
保
で
き

る
。
収
蔵
物
を
こ
と
ご
と
く
展
示
し
た
の
で

は
、
来
館
者
は
い
き
な
り
収
蔵
庫
に
入
れ
ら
れ

た
よ
う
な
も
の
で
、
消
化
不
良
に
陥
り
興
味
を

失
っ
て
し
ま
う
。

博
物
館
が
魅
力
的
で
あ
り
続
け
る
た
め
に

は
、
豊
富
な
収
蔵
品
を
蒐
集
し
つ
つ
、
そ
れ
ら

を
適
切
に
選
択
し
て
、
目
新
し
い
展
示
を
構
成

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
十
分
な

収
蔵
庫
ス
ペ
ー
ス
が
欠
か
せ
な

い
。
博
物
館
は
、
新
し
い
企
画

や
日
々
の
更
新
を
怠
る
と
、
す

ぐ
に
疲
弊
し
て
し
ま
う
も
の
で

あ
る
。

ニ
セ
モ
ノ
は
看
破
さ
れ
る

―
保
存
車
両
は
宝
物
―

い
か
に
お
金
を
か
け
て
造
っ

て
あ
っ
て
も
、
ニ
セ
モ
ノ
は
ニ

セ
モ
ノ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点

が
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
・
パ
ー

ク
と
博
物
館
の
違
い
で
あ
る
。

鉄
道
博
物
館
の
見
せ
場
は
、
実

物
の
保
存
車
両
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
が
、
例
え
、
ほ
と
ん
ど

動
か
さ
な
く
て
も
、
で
き
る
だ

け
動
態
保
存
を
心
掛
け
る
べ
き

で
あ
る
。

東
武
鉄
道
が
、
８
０
０
０
系

一
編
成
を
丸
ご
と
動
態
保
存
し

た
上
で
、
東
武
博
物
館
が
こ
れ

を
所
有
し
、
折
に
触
れ
て
本
線

上
で
営
業
運
転
す
る
試
み
は
、

従
来
な
し
得
な
か
っ
た
快
挙
と
い
っ
て
い
い
。
こ

の
電
車
は
、
高
度
成
長
期
に
増
加
を
続
け
る
旅

客
に
対
応
し
て
、
７
０
０
両
以
上
が
造
ら
れ
た
、

民
鉄
で
最
大
両
数
を
誇
る
通
勤
電
車
で
あ
る
。

大
量
の
通
勤
輸
送
と
い
う
本
来
の
使
命
を
果
た

し
た
車
両
を
保
存
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

大
井
川
鐵
道
が
厳
し
い
環
境
の
中
で
蒸
気
機

関
車
列
車
を
運
転
し
、
各
社
が
誇
っ
た
看
板
列

車
を
運
用
、
ラ
ッ
ク
式
鉄
道
ま
で
運
営
し
て
人

ジオラマでは、民鉄による沿線の宅地開発と街づくりを再現する（京王れーるランド）。
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気
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
ホ
ン
モ
ノ

だ
か
ら
で
あ
る
。
三
岐
鉄
道
の
貨
物
鉄
道
博
物

館
、
秩
父
鉄
道
の
秩
父
鉄
道
車
両
公
園
、
嵯
峨

野
観
光
鉄
道
の
19
世
紀
ホ
ー
ル
な
ど
、
地
方
民

鉄
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
施
設
が
多
い
。
さ
ら
に
、

多
く
の
民
鉄
で
大
切
に
静
態
保
存
さ
れ
て
い
る

往
年
の
名
車
両
も
、
当
然
で
は
あ
る
が
ホ
ン
モ

ノ
で
あ
る
。

東
日
本
鉄
道
文
化
財
団
が
運
営
す
る
大
宮
の

鉄
道
博
物
館
に
は
、
松
本
電
鉄
（
現
・
ア
ル
ピ

コ
交
通
）
が
保
存
し
て
い
た
甲
武
鉄
道
の
電
車

が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
飯
田
町
・
御
茶
ノ
水
～

中
野
間
で
運
転
さ
れ
た
わ
が
国
初
の
都
市
高
速

電
車
（
ラ
ピ
ッ
ド
・
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
）
で
あ
る
。

い
わ
ば
通
勤
電
車
の
元
祖
だ
か
ら
、
意
義
深
い

展
示
物
で
あ
る
。
解
体
せ
ず
に
保
存
し
て
き
た

見
識
に
も
敬
意
を
表
し
た
い
。

旧
鉄
道
博
物
館
、
交
通
博
物
館
を
経
て
、
現

在
の
鉄
道
博
物
館
に
引
き
継
が
れ
た
１
号
機
関

車
は
、
島
原
鉄
道
が
保
有
し
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
顛
末
を
題
材
に
し
た
絵
本
は
、
ロ
ン

グ
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
今
も
読
み
継
が
れ
て
い
る

（
阿
川
弘
之
：
文
、
岡
部
冬
彦
：
絵
『
き
か
ん

し
ゃ 

や
え
も
ん
』
１
９
５
９
年
、
岩
波
書
店
）。

鉄
道
博
物
館
に
は
、
津
軽
鉄
道
が
使
っ
た
旧
型

客
車
も
再
生
し
て
展
示
し
て
あ

る
。ホ

ン
モ
ノ
と
い
う
点
で
は
、
名

古
屋
鉄
道
が
造
っ
た
博
物
館
明
治

村
を
抜
き
に
語
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ご
く

初
期
に
輸
入
さ
れ
た
蒸
気
機
関
車

と
、
ホ
ン
モ
ノ
の
木
造
古
典
客
車
、

そ
れ
に
わ
が
国
初
の
路
面
電
車

が
、
往
時
の
姿
の
ま
ま
営
業
運
転
し
て
い
る
。

本
格
的
な
オ
ー
プ
ン
・
エ
ア
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
し
て
初
め
て
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

鉄
道
と
不
動
産
が
車
の
両
輪

―
博
物
館
で
知
る
民
鉄
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
―

　
子
ど
も
が
喜
び
、
お
母
さ
ん
が
納
得
し
、
収

蔵
庫
が
用
意
さ
れ
、
ホ
ン
モ
ノ
が
展
示
し
て
あ

る
。
そ
の
上
で
、
何
を
伝
え
る
べ
き
か
。

民
鉄
は
、
都
市
化
（
ア
ー
バ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
）
の
中
で
成
長
し
た
産
業
で
あ
る
。
模
式
化

し
て
言
え
ば
、
拡
大
す
る
都
市
域
に
合
わ
せ
て

鉄
道
の
新
線
を
建
設
し
、
住
宅
地
を
造
成
、
販

売
し
て
開
発
利
益
を
上
げ
、
新
線
の
建
設
費
を

賄
う
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
で
成
長
し
た
。

大
都
市
の
郊
外
に
人
々
が
住
み
つ
く
よ
う
に

な
る
の
は
、
会
社
の
本
社
が
都
心
に
集
中
し
、

そ
こ
で
働
く
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
が
生
ま
れ
た
た

め
で
、
会
社
員
の
み
な
ら
ず
官
吏
や
将
校
な
ど

も
郊
外
生
活
組
と
な
っ
た
。

郊
外
が
都
市
化
す
る
以
前
に
も
、
旧
市
内
に

は
職
工
輸
送
と
い
う
通
勤
輸
送
が
あ
り
、
そ
れ

は
も
っ
ぱ
ら
路
面
電
車
が
担
っ
て
い
た
。
職
工

輸
送
は
、
当
時
の
工
員
や
丁
稚
の
勤
務
実
態
か

ら
、
早
朝
か
ら
深
夜
に
わ
た
る
長
時
間
の
営
業

を
電
車
に
も
強
い
る
も
の
で
、
積
み
残
し
が
常

態
化
す
る
ほ
ど
の
需
要
が
あ
っ
た
が
、
輸
送
単

位
が
小
さ
く
、
輸
送
距
離
が
短
い
た
め
、
効
率

的
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
郊
外
電
車
は
、
大
型
化
と

高
速
化
に
よ
り
、
輸
送
の
生
産
性
を
大
幅
に
引

き
上
げ
た
。
郊
外
電
鉄
は
、
需
要
の
創
造
を
一

か
ら
始
め
る
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
り
、
街
づ
く
り
と

一
体
の
も
の
で
あ
る
。
安
定
し
た
給
与
所
得
が

あ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
顧
客
だ
か
ら
、
彼
ら
が

持
つ
旺
盛
な
消
費
意
欲
に
応
え
て
、
タ
ー
ミ
ナ

ル
に
デ
パ
ー
ト
を
造
り
、
終
点
側
に
は
余
暇
時

間
に
応
じ
た
娯
楽
施
設
を
造
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
民
鉄
の
姿
は
、
阪
急
電
鉄
の
小

林
一
三
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と
い
う
の
が
通
説

で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
例
え
ば
阪
神
電
鉄

が
、
沿
線
に
住
宅
地
を
開
発
し
て
『
市
外
居
住

の
す
ゝ
め
』
を
発
行
し
、
販
促
に
用
い
て
い
た
。

阪
神
は
西
宮
、
阪
急
は
池
田
な
ど
の
住
宅
地
を

開
発
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
初
期
の
民
鉄
経
営
に

つ
い
て
は
、
小
林
一
三
記
念
館
、
宝
塚
歌
劇
の

殿
堂
、
池
田
文
庫
、
甲
子
園
歴
史
館
な
ど
の
施

設
で
、
そ
の
実
像
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

良
質
な
住
宅
を
勤
労
者
に

―
経
済
大
国
か
ら
生
活
大
国
へ
―

目
を
北
米
に
転
じ
れ
ば
、
日
本
よ
り
も
一
足

早
く
、
イ
ン
タ
ー
ア
ー
バ
ン
（
都
市
間
電
車
）

や
サ
バ
ー
バ
ン
（
郊
外
電
車
）
と
呼
ば
れ
る
電

鉄
会
社
が
、
盛
ん
に
住
宅
地
を
開
発
し
て
い
た
。

電
鉄
会
社
が
開
発
し
た
郊
外
住
宅
地
は
、
ト
ロ

リ
ー
・
サ
バ
ー
ブ
ス
と
呼
ば
れ
て
人
気
が
あ
っ

た
。
ト
ロ
リ
ー
は
、
集
電
装
置
の
こ
と
で
電
車

を
象
徴
し
て
お
り
、
サ
バ
ー
ブ
は
郊
外
だ
か
ら
、

電
鉄
郊
外
住
宅
地
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
住
宅
は
良
質
か
つ
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
価
格

で
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
底
流
に
は
欧
米
で
力

を
つ
け
て
い
た
住
宅
改
良
運
動
の
影
響
が
あ
る
。

産
業
革
命
期
の
労
働
者
が
暮
ら
し
た
惨
め
な

住
居
を
改
善
し
て
、
労
働
者
が
郊
外
で
快
適
に

暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
考
え
出
さ
れ
た
の
が
ガ
ー

デ
ン
・
シ
テ
ィ
（
田
園
都
市
）
で
あ
る
。
最
初

の
ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ
は
、
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ

ワ
ー
ド
の
提
唱
で
、
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
レ
ッ
チ

ワ
ー
ス
に
誕
生
し
、
今
も
よ
く
原
形
を
と
ど
め

て
い
る
。

緑
が
多
く
、
買
い
物
が
便
利
で
、
ホ
ー
ル
や

遊
び
場
も
あ
る
快
適
な
設
計
だ
が
、
有
閑
階
級

向
け
の
高
級
住
宅
地
で
は
な
く
、
勤
労
者
の
た

め
の
住
宅
地
で
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
レ
ッ

チ
ワ
ー
ス
の
住
宅
地
内
に
は
、
ザ
・
ガ
ー
デ
ン

シ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
小
さ
な
博
物

館
が
あ
り
、
ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ
の
思
想
を
今

に
伝
え
て
い
る
。
ハ
ワ
ー
ド
の
主
張
は
、
そ
の

著
書
『
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
ー
ズ
・
オ
ブ
・
ト
ゥ

＝
モ
ロ
ー
』（
内
務
省
有
志
訳
１
９
０
７
年
、
長

素
連
訳
『
明
日
の
田
園
都
市
』
１
９
６
８
年
、

鹿
島
出
版
会
）
に
詳
し
い
。

ロ
ン
ド
ン
で
は
、
郊
外
線
と
地
下
鉄
を
運
営

す
る
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
鉄
道
と
、
そ
の
系
列
の

不
動
産
会
社
が
、
20
世
紀
の
初
め
に
メ
ト
ロ
ラ

ン
ド
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
住
宅
を
分
譲
し
た
。

メ
ト
ロ
ラ
ン
ド
は
、
質
の
良
い
住
宅
地
と
し
て

庶
民
に
人
気
が
あ
っ
た
。
住
宅
改
良
運
動
は
、

ベ
ア
ト
リ
ク
ス
・
ポ
タ
ー
で
有
名
な
自
然
保
護

運
動
や
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ピ
ア
ソ
ン
の
地
下
鉄

わが国初の地下鉄車両（地下鉄博物館）。
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計
画
な
ど
と
同
根
で
、
社
会
改
良
運
動
の
一
つ

で
あ
る
。

住
宅
改
良
運
動
と
い
っ
て
も
、
住
宅
の
資
産

価
値
を
減
衰
す
る
よ
う
な
仕
方
で
は
、
社
会
に

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
住
環
境
を
良
く
し
、
住

宅
地
の
価
値
を
高
め
、
所
有
者
の
資
産
価
値
を

守
る
必
要
が
あ
る
。
勤
労
者
が
所
有
す
る
不
動

産
ま
で
投
機
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
、

不
動
産
の
価
格
変
動
に
よ
る
経
済
的
打
撃
を
受

け
や
す
く
な
る
。
住
宅
の
資
産
価
値
を
上
げ
る

こ
と
と
、
生
活
の
質
を
上
げ
る
こ
と
は
、
共
存

し
得
る
目
標
で
あ
り
、
住
宅
改
良
運
動
は
、
そ

の
点
で
人
々
の
意
識
改
革
を
目
指
す
啓
蒙
運
動

で
も
あ
っ
た
。

ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ
は
、
瞬
く
間
に
各
国
に

波
及
し
、
日
本
で
は
渋
沢
栄
一
が
田
園
都
市
株

式
会
社
を
設
立
し
た
。
田
園
都
市
株
式
会
社
は
、

目
蒲
電
鉄
と
共
に
東
急
電
鉄
の
母
体
と
な
る
不

動
産
会
社
で
、
洗
足
や
田
園
調
布
を
開
発
し
た
。

奇
し
く
も
東
京
で
は
関
東
大
震
災
が
発
生
し
、

市
内
に
住
む
人
々
の
郊
外
移
住
を
促
す
契
機
と

な
る
。

民
鉄
に
よ
る
沿
線
の
宅
地
開
発
は
、
第
二
次

大
戦
後
、
都
市
人
口
が
急
増
す
る
中
で
盛
大
に

進
め
ら
れ
た
が
、
や
が
て
新
線
建
設
に
見
合
う

だ
け
の
開
発
適
地
が
枯
渇
す
る
と
い
う
壁
に
突

き
当
た
る
。
不
動
産
事
業
は
、
宅
地
分
譲
か
ら

ビ
ル
経
営
へ
、
開
発
か
ら
再
開
発
へ
、
平
面
か

ら
立
体
へ
と
、
そ
の
姿
を
変
え
る
。

都
市
と
鉄
道
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン

―
常
設
展
示
か
ら
見
え
て
く
る
テ
ー
マ
―

19
世
紀
末
以
降
、
都
市
の
人
口
が
ど
の
よ
う

に
推
移
し
た
か
。
こ
の
一
世
紀
余
り
の
間
に
は
、

工
業
化
、
第
二
次
大
戦
、
戦
後
復
興
、
高
度
成

長
、
大
都
市
集
中
、
総
人
口
の
減
少
な
ど
が
起

き
て
、
人
口
配
置
が
激
変
し
、
そ
れ
は
今
も
進

行
中
で
あ
る
。
各
社
線
の
沿
線
で
は
具
体
的
に

ど
う
い
う
形
で
定
住
人
口
が
変
化
し
た
で
あ
ろ

う
か
。

生
産
年
齢
人
口
の
量
的
な
変
化
、
こ
れ
が
鉄

道
事
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
、
そ
れ
と

並
ん
で
、
沿
線
居
住
者
の
質
的
な
変
貌
に
注
目

し
た
い
。
こ
れ
は
、
都
市
に
お
け
る
産
業
立
地

の
変
化
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
農
村
か
ら

住
宅
地
へ
、
工
場
の
立
地
か
ら
跡
地
の
再
開
発

へ
、
重
工
業
か
ら
知
識
集
約
型
産
業
へ
、
そ
こ

に
住
む
人
々
と
生
活
の
変
容
を
知
る
こ
と
が
、

地
域
社
会
の
将
来
を
展
望
す
る
こ
と
に
役
立
つ

に
違
い
な
い
。

民
鉄
は
通
勤
輸
送
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん

で
き
た
だ
ろ
う
か
。
高
度
成
長
期
に
急
増
し
た

需
要
、
そ
れ
も
朝
の
ピ
ー
ク
が
高
い
通
勤
需
要

に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
施
し
た
か
。

あ
ら
か
じ
め
在
庫
を
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

交
通
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
即
時
財
生
産
の
特
性
を

踏
ま
え
て
、
利
用
者
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す

る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

住
宅
地
の
開
発
で
は
、
ガ
ー
デ
ン
・
シ
テ
ィ

の
流
れ
を
く
む
宅
地
開
発
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
デ

ザ
イ
ン
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

戦
後
、
異
常
に
上
昇
を
続
け
た
地
価
の
影
響

で
、
理
想
的
な
住
環
境
を
実
現
し
た
と
ま
で
は

言
い
難
い
が
、
限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
行
わ
れ

た
開
発
が
、
勤
労
者
の
生
活
と
経
済
成
長
を
支

え
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
成
果
と
課
題
を
押
さ
え

る
こ
と
が
郊
外
の
再
生
に
繋
が
る
。
こ
れ
ら
が

博
物
館
の
常
設
展
示
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

民
鉄
の
博
物
館
で
、
路
線
網
の
拡
大
と
変
遷

を
時
系
列
で
示
し
た
路
線
図
を
見
か
け
る
。
こ

れ
は
〝
足
を
持
っ
た
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
し
て
の

民
鉄
の
歴
史
〟
を
語
り
継
ぐ
、
民
鉄
の
博
物
館

な
ら
で
は
の
展
示
で
あ
る
。

お
わ
り
に

―
魅
力
あ
る
郊
外
の
再
生
に
向
け
て
―

民
鉄
は
、
市
場
関
連
の
多
角
化
を
進
め
て
き

た
。
多
角
経
営
の
範
囲
は
、
都
市
で
生
活
す
る

人
々
の
ニ
ー
ズ
に
伴
っ
て
変
わ
っ
た
が
、
鉄
道

と
不
動
産
が
コ
ア
・
コ
ン
ピ
タ
ン
ス
で
あ
る
こ

と
に
違
い
な
く
、
こ
れ
は
今
後
も
変
わ
ら
な
い

だ
ろ
う
。

博
物
館
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
民
鉄
の
博
物
館
に

は
、
時
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
、
散
逸
し
て
し

ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
貴
重
な
資
料
・
証
言
な

ど
が
、
民
間
企
業
・
団
体
に
よ
る
不
断
の
努
力

に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
世

代
を
担
う
人
々
か
ら
の
問
い
掛
け
を
、
静
か
に

待
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
鉄
道
の
安
全
を
如
何
に
し
て
担
保

し
て
き
た
か
、
何
が
そ
れ
を
阻
害
す
る
要
因
に

な
っ
た
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
選
べ
ば
、
新
人
教

育
に
資
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
安
全
か
ら
お
祭

り
ま
で
、
企
画
展
的
な
テ
ー
マ
は
い
く
ら
で
も

あ
り
、
他
者
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
拡
充
で
き
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
む
し
ろ

そ
う
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

現
在
の
日
本
で
は
、
人
口
の
大
都
市
集
中
と

都
心
回
帰
が
進
ん
で
い
る
が
、
欧
米
に
は
、
都

市
化
と
共
に
、
反
都
市
化
（
カ
ウ
ン
タ
ー
・

ア
ー
バ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
と
い
う
根
強
い
潮

流
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
今
日
で
は
、

通
信
技
術
の
革
新
、
働
き
方
の
変
化
、
単
身
世

帯
の
増
加
が
、
反
都
市
化
を
進
め
る
要
因
に

な
っ
て
い
る
。
郊
外
を
都
市
内
と
同
質
化
す
る

の
で
は
な
く
、
郊
外
を
特
徴
あ
る
郊
外
と
し
て

再
生
す
る
サ
バ
ー
バ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

試
み
も
あ
る
。
米
国
で
は
大
都
市
か
ら
周
辺
の

中
小
都
市
へ
移
動
す
る
若
年
人
口
が
増
え
て
い

る
と
い
う
。

工
場
労
働
者
の
大
量
輸
送
が
姿
を
消
し
た
よ

う
に
、
人
口
配
置
、
産
業
立
地
と
、
鉄
道
輸
送

は
刻
々
と
そ
の
姿
を
変
え
つ
つ
あ
る
。
都
心
回

帰
の
趨
勢
が
い
つ
ま
で
も
続
く
と
は
限
ら
な
い

か
ら
、
長
期
的
な
視
点
を
欠
か
さ
ず
に
、
事
態

の
変
化
に
柔
軟
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
魅
力
あ
る
郊
外
の
再
生
に
向
け
て
、
民
鉄

の
博
物
館
が
そ
の
役
割
の
一
端
を
担
う
こ
と
を

期
待
し
た
い
。

1920 年代製造の東武電車デハ1形（東武博物館）。
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