
  

駅駅機機能能のの移移りり変変わわりりとと  
駅駅前前のの意意味味すするるこことと   

は
じ
め
に
～
日
本
で
一
番
多
く

の
人
が
訪
れ
る
場
所 

 

1 

そ
も
そ
も
『
駅
』」
と
は
～
駅
の

役
割
と
駅
に
求
め
ら
れ
た
機
能 

２
       

 

立
教
大
学
観
光
学
部
の
授
業
の
中
で
、学

生
に
「日
本
で
最
も
多
く
の
人
を
集
め
て
い
る

場
所
は
ど
こ
か
」
と
、
少
々
意
地
悪
な
質
問

を
し
て
み
る
と
、観
光
関
連
の
授
業
と
い
う
先

入
観
か
ら
か
多
く
は
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ

ー
ト
と
答
え
る
。
年
間
に
そ
の
十
倍
の
人
が

訪
れ
る
場
所
が
あ
る
ぞ
～
と
言
っ
た
と
た
ん
、

「あ
！
新
宿
駅
」と
の
叫
び
が
‥
。乗
換
え
を

含
む
と
一
日
約
４
４
０
万
人
、
年
間
に
換
算

す
る
と
わ
が
国
の
人
口
を
上
回
る
人
が
新
宿

駅
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。 

明
治
５
年
に
、新
橋
・横
浜
（
桜
木
町
）間

に
鉄
道
が
お
目
見
え
し
て
百
年
余
り
で
あ
る

が
、
近
代
化
の
旗
手
と
し
て
わ
が
国
の
経
済

を
支
え
る
ば
か
り
で
な
く
、旅
行
形
態
や
生

活
様
式
、
さ
ら
に
は
文
化
や
様
々
な
ド
ラ
マ

を
生
む
場
所
と
し
て
、
我
々
の
記
憶
や
思
い

出
の
中
で
『駅
』は
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の

と
な
っ
て
い
る
、と
感
じ
る
の
は
、や
や
鉄
道
マ

ニ
ア
と
し
て
鉄
道
に
傾
倒
し
て
い
る
私
だ
け
で

あ
ろ
う
か
。 

本
稿
で
は
、
我
々
が
日
常
会
話
と
し
て
使

っ
て
い
る
『駅
』の
意
味
と
役
割
の
移
り
変
わ
り

を
通
じ
て
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る

駅
お
よ
び
駅
前
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
た
い
。 

①
早
馬
の
拠
点
＝
『驛
』 

日
頃
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
『
駅
』と
は
、そ

も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
使
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。文
字
か
ら
み
る
と
、
「馬
」が

何
ら
か
の
規
則
（
尺
）に
則
っ
て
配
置
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。

実
際
、古
代
に
は
「馳
駅
（
チ
ヤ
ク:

早
馬
を
走

ら
せ
る
）」あ
る
い
は
「
駅
使
（ヤ
ク
シ:

早
馬
に

乗
っ
た
使
い
）」と
い
う
言
い
方
の
中
に
、『駅
』

と
い
う
文
字
が
み
ら
れ
る
。古
代
の
駅
制
で
は
、

早
馬
の
替
馬
を
配
置
す
る
場
所
を
「
駅
家

（ヤ
ク
カ
）」と
称
し
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
古
代
の
『駅
』と
は
早
馬
の
中

継
地
点
を
第
一
の
目
的
と
す
る
も
の
で
、こ
の

こ
と
は
、今
で
言
う
と
〔情
報
伝
達
の
拠
点
機

能
〕を
担
っ
て
い
た
。そ
し
て
こ
の
よ
う
な
〔
交

通
＝
情
報
拠
点
〕
の
付
加
的
機
能
と
し
て
、そ

の
後
に
休
憩
や
宿
泊
と
い
う
機
能
が
付
加
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。こ
の
こ
と
を
制
度
化
す

る
の
が
大
化
２
（
６
４
６
）
年
で
あ
り
、そ
の
後

の
「
大
宝
律
令(

大
宝
元
年
７
０
１
年)

」
や

「養
老
律
令
（養
老
２
年
７
１
８
年
）
」に
も
見

ら
れ
る
。そ
こ
に
は
、律
令
国
家
の
７
つ
の
道
を

中
心
に
し
て
、
30
里(

約
16
km)

を
基
準
に

「駅
家
（ヤ
ク
カ
）」を
設
け
て
、「駅
馬
（ヤ
ク

メ
）
」を
中
継
し
、
駅
使
（ヤ
ク
シ
）
の
宿
泊
や

休
憩
に
備
え
て
い
た
、と
あ
る
。ま
た
、「駅
家
」

を
構
成
す
る
駅
戸
（ヤ
ク
コ
）
に
は
、駅
長
を

置
く
と
と
も
に
、駅
馬
（ヤ
ク
メ
）を
飼
育
し
、

駅
田
（
収
穫
を
駅
家
の
費
用
に
充
て
る
為
に

給
せ
ら
れ
た
田
地
）を
耕
作
し
て
い
た
。ま
た
、

宿
泊
の
拠
点
と
し
て
の
「駅
館
（ヤ
ク
カ
ン
）」

を
中
心
に
、
食
事
を
用
意
す
る
「
厨
（
ク
リ

ヤ
）」、
駅
長
の
執
務
室
、
厩
（ウ
マ
ヤ
）
等
も

設
け
ら
れ
て
い
る
。古
代
の
『駅
』は
、計
画
的

に
造
ら
れ
た
施
設
・地
区
で
あ
り
、『駅
』を
中

心
と
し
た
集
落
も
計
画
的
に
造
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

②
駅
伝
制
と
『駅
』の
崩
壊 

そ
の
後
伝
馬
の
廃
止
・統
合
等
が
な
さ
れ

て
次
第
に
「駅
伝
制
」は
衰
え
て
い
く
。そ
れ
に

と
っ
て
替
わ
っ
て
『
駅
』は
、
地
方
官
の
移
動
や

租
税
と
し
て
の
調
庸
、戸
籍
な
ど
の
都
へ
の
送

り
届
け
や
高
級
官
吏
な
ど
に
よ
っ
て
主
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。こ
れ
ら
の
駅
名
は

「廷
喜
式
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

平
安
末
期
に
な
る
と
、中
央
政
権
の
力
も

振
る
わ
な
く
な
り
、地
方
に
豪
族
、武
士
が
発

生
し
、や
が
て
彼
ら
が
道
を
直
接
管
理
す
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、鎌
倉
時
代
に
は

㈱プランニングネットワーク代表   大下 茂  



[駅の名称の移り変わり]

NO 駅を表現する単語 年代 出典 備考（作）
1 『火輪車行頭』 1861年 万延２年 渡来目録
2 『蒸気車を出す見世』 1863年 文久３年 彦造漂流記
3 『蒸気車仕立所』 1869年 明治２年 開智新論
4 『火輪車駅』 1870年 明治３年 西洋見聞録
5 『蒸気車館』 1872年 明治５年 横浜名所之内　蒸気車館昌栄之図 一滝斎永信画
6 『鐵道寮』 1872年 明治５年 横浜鐵道寮出車之図 一滝斎永信画
7 『鉄道館』 1873年 明治６年 横浜鐵道館蒸気車往返之図 三代広重　他
8 『ステン所』 1874年 明治７年頃 大阪府鐵道寮ステン所ノ図 長谷川小信画
9 『ステーション』 1875年 明治８年 横浜ステーション之図 豊重画　他
10 『汽車場』 1877年 明治10年 漫遊行程
11 『ステンション』 1878年 明治11年 東京名所図絵新ばしステンション蒸気車 三代広重画
12 『ステンショ』 1878年 明治11年 帝国大日本道中記
13 『ステイーショウ』 1883年 明治16年頃 上野ステイーショウ繁栄ノ図 揚洲周延画
14 『ステンショウ』 1885年 明治18年 ステンショウ梅田停車場 長谷川貞信画
15 『停車場』 1894年 明治27年 汽車汽船旅行案内　　他
16 『駅』 1894年 明治27年 汽車汽船旅行案内　　他

資料:宮脇・原口（1998.1） 『時刻表でたどる鉄道史』　JTBキャンパスブック、p172

鎌
倉
～
京
都
の
東
海
道
や
鎌
倉
か
ら
そ
の

周
辺
を
結
ぶ
道
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
道
が
発
達

す
る
が
、一
方
で
は
、荘
園
を
治
め
る
武
士
が

独
占
し
て
管
理
し
た
道
も
あ
り
、
戦
国
時
代

に
な
る
と
、
昔
か
ら
の
「
駅
制
度
」は
完
全
に

崩
壊
す
る
。 

③
『宿
駅
』の
誕
生  

戦
乱
の
世
が
幕
を
閉
じ
、豊
臣
秀
吉
の
時

代
か
ら
再
び
街
道
を
整
備
し
て
、
全
国
的
に

『宿
駅
』と
い
う
制
度
を
整
え
始
め
る
。寛
永

19
年
（１
６
４
２
年
）に
参
勤
交
代
の
制
度
が

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
街
道
筋
の
『宿

駅
』に
は
大
名
の
本
陣
・脇
本
陣
な
ど
が
置
か

れ
、賑
わ
い
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。 

ま
た
、江
戸
の
中
期
以
降
に
な
る
と
、伊
勢

詣
や
代
理
講
等
の
“旅
”が
ブ
ー
ム
化
し
、宿

場
と
い
う
機
能
だ
け
で
成
立
す
る
都
市
（
ま

ち
）も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
〔交
流
人
口
（
旅
行
者
）
に
よ
っ
て
地
域

活
力
を
高
め
る
都
市
〕で
あ
る
。 

『
宿
駅
』
と
し
て
の
機
能
は
、
〔
宿
泊
・
飲

食
〕と
い
う
基
本
機
能
に
加
え
て
、
〔物
流
機

能
（陸
運
会
社
の
は
し
り
の
よ
う
な
も
の
）〕、

さ
ら
に
は
遊
女
や
博
打
と
い
っ
た
〔
遊
興
的
な

機
能
〕も
付
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。 

④
「ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」「停
車
場
」そ
し
て
『駅
』 

幕
末
か
ら
明
治
に
入
り
、
わ
が
国
は
新
政

府
が
中
心
と
な
って
文
明
開
化
の
道
を
展
開

し
て
い
く
。
し
か
し
明
治
政
府
は
、中
央
集
権

国
家
の
建
設
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
江
戸
時

代
の
体
制
を
嫌
い
、
復
古
思
想
に
基
づ
い
た

交
通
制
度
を
展
開
す
る
。 

文
明
開
化
の
象
徴
の
一
つ
で
あ
る
鉄
道
が

開
通
し
た
際
に
は
、煙
を
吐
く
鉄
道
は
人
々

に
嫌
わ
れ
、既
存
集
落
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に

鉄
道
の
駅
を
設
け
る
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。そ

の
た
め
、集
落
が
形
成
さ
れ
て
き
た
街
道
筋
の

駅
周
辺
と
、
蒸
気
車
に
乗
る
駅
と
は
必
ず
し

も
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。 

当
時
の
人
々
は
汽
車
が
停
ま
る
と
こ
ろ
を

【下
表
】に
示
す
よ
う
に
、
実
に
様
々
な
呼
び

方
を
し
て
い
る
。
鉄
道
が
開
通
す
る
前
年
（明

治
４
年
）に
、前
島
密
は
日
本
橋
の
江
戸
橋
の

た
も
と
に
、日
本
で
最
初
の
郵
便
局
を
創
る
。

ま
だ
昔
か
ら
の
駅
馬
（
ヤ
ク
メ
）
に
頼
っ
て
郵

便
物
を
運
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、そ
れ
は
「
駅

逓
寮
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、我
が
国
で
初
め
て
蒸
気
車
が
開
通
し
た

時
に
は
、
こ
の
駅
逓
と
区
別
す
る
た
め
か
、も

し
く
は
地
方
に
残
っ
て
い
る
宿
駅
と
区
別
す

る
意
味
あ
い
か
ら
か
、一
般
庶
民
は
「
駅
」と

言
う
言
葉
を
積
極
的
に
は
使
っ
て
お
ら
ず
、

英
語
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
名
称
を
原
型
の
ま

ま
受
入
れ
、
一
般
に

は
ス
テ
ン
所
と
か
、ス

テ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
た
よ
う
に

記
録
さ
れ
て
い
る
。そ

の
後
、
明
治
後
期
か

ら
大
正
中
期
頃
ま
で

は
「
停
車
場
」
が
支

配
的
に
な
り
、
大
正

10
年
に
『国
有
鉄
道

建
設
規
程
』
が
公
布

さ
れ
て
『
駅
』
と
い
う

言
葉
が
法
令
用
語

と
し
て
一
般
に
使
わ

れ
、現
在
に
至
っ
て
い

る
。 現

在
で
も
そ
の
名

残
が
あ
り
、
駅
や
操
車
場
、信
号
場
を
含
め

て
、鉄
道
用
語
と
し
て
は
「停
車
場
」
と
呼
ん

で
お
り
、通
称
・駅
前
通
り
は
「都
市
計
画
道

路
△
△
停
車
場
線
」と
い
う
呼
称
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。 



駅
と
駅
前
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

の
移
り
変
わ
り
を
読
む 

３ 

⑤
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
よ
る
無
個
性
な
駅
の
展
開 

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
は
、わ
が
国
を
経

済
大
国
に
導
い
た
も
の
の
、一
方
で
は
、
多
く

の
都
市
を
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
画
一
的
な
都
市
に

つ
く
り
変
え
て
し
ま
う
。 

そ
の
代
表
的
な
表
れ
は
、
大
正
時
代
に
関

西
の
私
鉄
・阪
急
の
小
林
一
三
氏
が
基
本
パ

タ
ー
ン
を
創
り
出
し
た
、百
貨
店
を
“
核
”
と

す
る
商
業
機
能
の
集
積
を
駅
前
に
置
き
、そ

の
周
辺
に
オ
フ
ィ
ス
機
能
と
サ
ー
ビ
ス
機
能

を
配
置
す
る
も
の
で
あ
り
、駅
前
づ
く
り
の
基

本
パ
タ
ー
ン
と
し
て
全
国
津
々
浦
々
に
展
開

さ
れ
た
。さ
ら
に
、駅
・鉄
道
の
交
通
サ
ー
ビ
ス

密
度
が
高
ま
っ
て
く
る
と
、駅
前
の
地
価
が
高

騰
、駅
勢
圏
は
徒
歩
圏
を
越
え
て
郊
外
部
に

展
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
郊
外
住
宅
地
と
駅

と
を
結
ぶ
バ
ス
の
乗
り
換
え
の
〔タ
ー
ミ
ナ
ル

機
能
〕も
『駅
』に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。 

バ
ス
停
の
あ
る
駅
前
広
場
と
駅
前
停
車
場

線
（駅
前
通
）
、そ
し
て
そ
の
周
辺
地
区
と
通

り
沿
い
を
商
業
・業
務
機
能
で
囲
む
と
い
っ
た

基
本
パ
タ
ー
ン
が
、
先
に
“
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
駅

前
開
発
”
と
揶
揄
し
た
こ
と
で
あ
り
、結
果
と

し
て
、
多
く
の
都
市
で
は
利
便
性
の
向
上
は

手
に
入
れ
た
も
の
の
、
逆
に
都
市
と
し
て
の
個

性
は
奪
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
『駅
』
と
い
う
も
の
に
は
、本
来
、

〔情
報
機
能
〕〔宿
泊
機
能
〕
〔飲
食
・サ
ー
ビ

ス
機
能
〕
〔物
流
機
能
及
び
物
流
を
制
御
す

る
機
能
〕に
加
え
て
、近
代
に
至
っ
て
は
〔商
業

機
能
〕や
〔
交
通
機
関
の
結
節
点
（タ
ー
ミ
ナ

ル
）〕』
等
の
様
々
な
機
能
が
加
わ
っ
て
き
て
い

る
。し
か
し
特
に
鉄
道
を
中
心
と
し
て
タ
ー
ミ

ナ
ル
性
を
高
め
た
『駅
』も
、
マ
イ
カ
ー
時
代

を
迎
え
て
、徐
々
に
そ
の
集
積
し
つ
づ
け
て
き

た
機
能
を
分
散
・解
放
す
る
向
き
に
あ
る
。 

さ
ら
に
、近
年
の
長
引
く
不
況
に
よ
る
、駅

前
商
業
機
能
の
代
表
格
で
あ
っ
た
核
店
舗
の

衰
退
に
加
え
、２
０
０
６
年
の
人
口
増
加
の
タ

ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
目
前
に
控
え
て
、『駅
』

お
よ
び
『
駅
前
』は
、変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

①
新
時
代
の
イ
ン
フ
ラ
機
能
の
創
造  

『駅
』は
、依
然
と
し
て
公
共
交
通
機
関
の

結
節
点
で
あ
り
、都
市
に
と
っ
て
大
切
な
イ
ン

フ
ラ
施
設
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

し
か
し
一
方
で
、全
国
一
律
で
モ
ノ
ゴ
ト
を
考

え
る
の
で
は
な
く
、地
域
の
特
性
を
活
か
し
た

交
通
結
節
点
の
役
割
を
模
索
す
る
こ
と
も
求

め
ら
れ
て
き
て
い
る
。 

特
に
鉄
道
か
ら
バ
ス
等
へ
の
乗
り
換
え
の

交
通
サ
ー
ビ
ス
密
度
が
、大
都
市
の
都
心
に

比
べ
て
低
い
地
域
に
お
い
て
は
、
マ
イ
カ
ー
と

の
共
存
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。そ
れ
は
、

「
キ
ス
＆
ラ
イ
ド
」
の
た
め
の
十
分
な
駅
前
広

場
の
整
備
、
「パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
」
の
た
め
の
駐

車
場
の
確
保
等
に
現
れ
は
じ
め
て
い
る
。
さ
ら

に
は
、バ
ス
等
へ
の
乗
り
換
え
に
関
す
る
情
報

や
、
待
ち
時
間
を
快
適
に
過
ご
せ
る
た
め
の

空
間
づ
く
り
、あ
る
い
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
機
能

の
充
実
と
い
っ
た
も
の
が
求
め
ら
れ
て
こ
よ
う
。 

あ
く
ま
で
も
駅
及
び
駅
前
空
間
は
、地
域

の
“顔
”で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
て
、交
通
結
節

点
と
し
て
の
快
適
な
乗
り
換
え
を
第
一
義
に
、

情
報
、待
ち
合
い
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
と
い
っ
た

機
能
を
充
実
し
た
場
所
・要
所
と
し
て
の
整

備
が
新
時
代
の
イ
ン
フ
ラ
施
設
と
し
て
不
可

欠
と
な
っ
て
く
る
。 

②
従
来
型
駅
前
開
発
か
ら
の
発
想
の
脱
皮 

（大
規
模
商
業
機
能
誘
致
へ
の
警
鐘
）  

高
度
経
済
成
長
と
と
も
に
全
国
的
に
展

開
さ
れ
た
“
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
駅
前
開
発
”の
基

本
パ
タ
ー
ン
は
、も
は
や
通
用
し
な
い
。 

こ
れ
ま
で
マ
グ
ネ
ッ
ト
核
と
し
て
期
待
さ
れ

て
き
た
大
規
模
な
流
通
・
商
業
企
業
の
業
績

大
下 

茂
（お
お
し
も
し
げ
る
） 

 

１
９
５
７
年
生
ま
れ
。長
岡
技
術
科
学

大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
。東
京
工

業
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
．技
術

士
（
建
設
部
門 

都
市
及
び
地
方
計

画
）、博
士
（工
学
）。 

㈱
ポ
リ
テ
ク
ニ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
を

経
て
、１
９
８
９
年
９
月
に
㈱
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（北
区
田
端
新
町
）を

設
立
、代
表
取
締
役
就
任
。各
地
で
地

域
づ
く
り
、ま
ち
づ
く
り
の
分
野
に
お
い
て

実
践
的
な
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
に
携

わ
っ
て
い
る
。２
０
０
１
年
よ
り
、東
京
工

業
大
学
工
学
部
、立
教
大
学
観
光
学
部

兼
任
講
師
。 

 



経
済
消
費
型
か
た
時
間
消
費
型

に
向
け
て
～
「
駅
」
を
起
点
と
し

た
ま
ち
巡
り
の
ス
ス
メ 

４ 

が
思
わ
し
く
な
い
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
大
規
模
商
業
機

能
を
積
極
的
に
誘
致
す
る
こ
と
だ
け
に
専
心

し
て
い
る
地
域
は
少
な
く
な
い
。こ
れ
か
ら
駅

前
開
発
を
考
え
る
に
は
、
大
規
模
商
業
施
設

に
過
度
な
期
待
を
持
つ
の
で
は
な
く
、時
代
の

趨
勢
と
利
用
者
の
視
点
か
ら
の
ニ
ー
ズ
を
見

極
め
て
、小
規
模
で
も
よ
い
か
ら
『
人
を
集
め

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
』を
集
積
さ
せ
る
こ
と
が

得
策
で
あ
る
。 

③
人
口
停
滞
期
を
見
据
え
た 

新
し
い
駅
前
機
能
の
創
造  

で
は
、こ
れ
か
ら
の
人
口
が
伸
び
な
い
こ
と

が
予
想
さ
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
『
人
を
集

め
る
機
能
』
と
は
何
か
を
、や
は
り
過
去
に
人

口
が
伸
び
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
私
た
ち

の
先
人
達
が
行
っ
て
き
た
“
し
た
た
か
な
対

応
”の
中
か
ら
、考
察
し
て
み
た
い
。 

ま
ず
第
一
に
『文
化
的
機
能
』
。
都
市
的

文
化
の
創
造
と
い
う
も
の
に
加
え
て
、郷
土
文

化
の
復
興
や
生
涯
学
習
の
展
開
と
い
う
こ
と

も
含
め
て
の
文
化
的
機
能
で
あ
る
。要
は
経

済
消
費
を
直
接
的
に
追
求
す
る
サ
ー
ビ
ス
で

は
な
く
、〈快
適
に
時
間
的
消
費
が
で
き
る
こ

と
〉
へ
の
期
待
・
あ
こ
が
れ
を
刺
激
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。 

第
二
は
『
健
康
・
医
療
機
能
』
。
人
々
は
、

経
済
的
な
余
裕
、あ
る
い
は
文
化
と
い
っ
た
精

神
的
な
ゆ
と
り
を
求
め
た
後
に
は
、
古
今
東

西
、長
寿
あ
る
い
は
健
康
な
生
活
と
い
う
も
の

を
求
め
る
。
ま
た
、こ
の
中
に
は
美
容
と
い
っ
た

『美
』の
追
求
も
含
ま
れ
る
。 

  

そ
し
て
第
三
は
“人
づ
く
り
”
と
い
う
『
保

育
・
教
育
機
能
』。
少
子
化
や
総
合
教
育
制

度
な
ど
、
教
育
を
巡
る
様
々
な
変
革
あ
る
い

は
実
験
的
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
つ
つ
あ
る

が
、米
百
俵
の
例
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、［人
づ

く
り
＝
教
育
］は
人
口
が
伸
び
悩
む
時
代
に

は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
、自
助
努
力
の
一
環

と
し
て
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
大
切
な
取
り

組
み
な
の
で
あ
る
。 

  

定
住
人
口
の
増
加
が
期
待
で
き
な
い
時

代
を
迎
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
『経
済
消

費
型
』の
社
会
を
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
て
、

『時
間
消
費
型
』
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
創
り
上

げ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
と
考
え
る

の
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。時
間
消
費
を

誘
う
〈街
の
中
心
部
〉へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
し
た
た
か
な

戦
略
で
あ
る
と
考
え
る
。 

そ
の
た
め
に
は
、こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
“舞
台

づ
く
り
”ば
か
り
に
専
念
す
る
の
で
は
な
く
、そ

の
舞
台
で
演
者
と
観
客
と
が
共
に
楽
し
め
る

“
舞
台
装
置
”
と
な
る
地
区
整
備
－す
な
わ
ち

〈
人
が
主
役
と
し
て
活
動
・
躍

動
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
〉
を
展

開
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

感
じ
て
い
る
。 

『ア
ー
バ
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
』
と

い
う
取
組
み
が
現
在
進
め
ら

れ
て
い
る
。「
ま
ち
巡
り
を
進
め

よ
う
」
「
車
を
捨
て
て
街
に
出

向
き
、
街
を
歩
こ
う
」
と
い
う

取
組
み
で
あ
り
、都
市
部
で
の

観
光
振
興
の
見
直
し
と
中
心

市
街
地
活
性
化
の
両
方
に
寄

与
す
る
新
し
い
取
組
み
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
『駅
』こ
そ
が
、そ
れ
に
相
応
し
い
舞

台
装
置
・起
点
と
な
る
も
の
と
み
て
い
る
。駅

の
随
所
を
隈
な
く
訪
ね
れ
ば
、そ
こ
に
は
百
年

間
の
履
歴
が
刻
ま
れ
た
“お
宝
”を
発
見
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
し
、『駅
前
』も
ま
た
、駅
と

の
係
わ
り
の
深
い
面
影
が
来
訪
者
を
待
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。 

『駅
』か
ら
始
ま
る
筋
書
き
の
な
い
、ま
ち
巡

り
の
ド
ラ
マ
を
楽
し
む
時
代
を
私
た
ち
は
迎

え
て
い
る
。 
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