
　
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
よ
る
と
、二
〇
二
〇

年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
後
に
、日
本
橋
上
の
首
都
高
速
道
路

の
地
下
化
工
事
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
。

高
速
道
路
が
な
く
な
れ
ば
、頭
上
に
青

空
が
広
が
り
、川
面
に
林
立
し
て
い
た
橋

脚
が
な
く
な
っ
て
、川
筋
に
沿
っ
た
街
並

み
や
河
川
景
観
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。

大
変
楽
し
み
だ
。

　
し
か
し
現
在
国
土
交
通
省
で
公
開
さ

れ
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
み
る
と
、大

き
な
問
題
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。江

戸
橋
下
流
辺
り
か
ら
地
下
化
さ
れ
た
高

速
道
路
は
、日
本
銀
行
の
前
に
あ
る
常

盤
橋
公
園
の
下
あ
た
り
で
、首
都
高
八

重
洲
線
と
合
流
す
る
た
め
、一
石
橋
や

震
災
復
興
橋
梁
の
常
盤
橋
を
撤
去
し
て

工
事
を
行
い
、完
成
後
は
橋
脚
の
な
い
ワ

ン
・
ス
パ
ン
の
桁
橋
を
架
け
よ
う
と
し
て

い
る（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は「
架
替
」と
し

か
書
か
れ
て
い
な
い
）。

　
日
本
橋
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
橋
だ

が
、震
災
復
興
橋
梁
の
常
盤
橋
も
日
本

の
近
代
橋
梁
の
出
発
点
を
知
る
上
で
は

大
変
貴
重
な
橋
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。ま
た

こ
の
界
隈
に
は
、同
じ
く
震
災
復
興
橋

く
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
、歴
史
を

破
壊
し
、魅
力
を
も
損
な
う
こ
と
は
都

市
資
源
の
大
き
な
損
失
で
あ
る
。ま
た

土
木
の
歴
史
と
魅
力
を
、ま
た
先
輩
が

心
血
を
注
い
で
構
築
し
た
作
品
を
、土

木
屋
自
身
が
破
壊
す
る
こ
と
も
な
げ
か

わ
し
い
こ
と
だ
。最
近
の
調
査
で
は
、震

る
と
と
も
に
、将
来
に
誇
れ
る
都
心
部

イ
ン
フ
ラ
再
開
発
の
モ
デ
ル
事
業
に
し
て

ほ
し
い
。

　
あ
た
ら
し
い
技
術
と
し
て
、デ
ィ
ー
プ

ラ
ー
ニ
ン
グ
す
る
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）技

術
が
登
場
し
た
。建
設
業
界
で
も
す
で

に
こ
の
技
術
に
取
り
組
み
、実
用
に
供

し
て
い
る
部
分
も
あ
る
と
思
う
が
、過

度
に
Ａ
Ｉ
技
術
に
頼
る
と
、次
の
よ
う

な
危
惧
を
抱
く
。た
と
え
ば
現
代
で
も

図
面
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
任
せ
の
人
が
い

る
よ
う
に
、一
日
中
、椅
子
に
座
っ
て
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
に
ら
め
っ
こ
し
、判
断

は
Ａ
Ｉ
任
せ
で
自
己
判
断
が
で
き
ず
、

現
場
で
判
断
で
き
る
技
術
者
が
い
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
だ
。

　
し
か
し
所
詮
、Ａ
Ｉ
技
術
は
道
具
で

あ
る
。こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
使
い
こ
な
す

か
が
肝
心
で
あ
る
。Ａ
Ｉ
技
術
は
、画
像

認
識
や
音
声
認
識
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
認
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識
が
得
意
で
あ
る
反
面
、な
ぜ
そ
の
よ
う

な
結
果
が
で
た
の
か
を
説
明
で
き
な
い

と
い
う（
松
原
仁「
Ａ
Ｉ
社
会
を
展
望
す

る
③
」日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
九
年
九

月
五
日
）。言
い
換
え
れ
ば
、五
感
の
う

ち
、触
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
部
分
が
不
得
手

で
あ
り
、第
六
感
は
働
か
な
い
。ま
た
判

断
に
い
た
っ
た
理
由
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
説

明
で
き
な
い
こ
と
だ
。ス
ト
ー
リ
ー
の
あ

る
こ
と
が
よ
り
人
の
心
を
動
か
し
、ま
た

あ
る
場
合
に
は
、五
感
を
統
合
し
、第
六

感
を
も
駆
使
し
て
、も
の
ご
と
を
判
断

す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、Ａ
Ｉ
を
利
用

し
て
、よ
り
人
間
的
な
判
断
が
可
能
と

な
る
時
代
に
突
入
し
て
き
た
と
い
え
る
。

Ａ
Ｉ
を
利
用
し
て
、自
己
領
域
を
拡
大

で
き
る
し
、感
性
に
磨
き
を
か
け
る
こ
と

が
で
き
る
。こ
の
よ
う
な
時
代
に
、建
設

業
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
て
、ど

の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
か
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ

て
す
る
の
か
、難
し
い
課
題
か
も
知
れ
な

い
が
、夢
が
あ
っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
値
す
る

楽
し
い
課
題
で
も
あ
る
。Ａ
Ｉ
関
係
の
技

術
の
進
歩
は
早
い
。と
り
あ
え
ず
は
、五

年
後
や
一
〇
年
後
が
楽
し
み
で
あ
る
。

梁
の
西
河
岸
橋（
但
し
橋
脚
は
明
治
の

も
の
）が
か
か
り
、常
盤
橋
公
園
の
入
口

に
は
明
治
十（
一
八
七
七
）年
に
架
設
さ

れ
た
石
造
ア
ー
チ
橋
の
常
磐
橋
も
あ

る
。上
流
に
は
大
正
八（
一
九
一
九
）年

に
架
設
さ
れ
た
鉄
道
橋
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
ア
ー
チ
橋
、日
本
橋
の
下
流
に
は
震

災
復
興
橋
梁
の
江
戸
橋
が
あ
る
。す
な

わ
ち
こ
の
界
隈
は
、日
本
の
近
代
橋
梁

を
代
表
す
る
名
橋
を
相
互
比
較
し
な
が

ら
見
る
こ
と
の
で
き
る
、都
内
で
も
稀
な

河
川
空
間
な
の
だ
。

　
ま
た
江
戸
・
大
正
時
代
の
石
積
み
護

岸
や
、川
沿
い
の
野
村
ビ
ル
や
日
証
館
、

三
菱
倉
庫
な
ど
昭
和
戦
前
期
の
河
川

沿
い
の
建
物
な
ど
と
も
あ
い
ま
っ
て
、

非
常
に
魅
力
的
な
河
川
空
間
や
景
観

を
構
成
し
て
い
る
。

　「
高
速
道
路
を
地
下
化
し
て
日
本
橋

に
青
空
を
取
り
戻
そ
う
」と
耳
ざ
わ
り

の
良
い
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、

歴
史
的
に
重
要
な
も
の
を
壊
す
こ
と
は

大
き
な
問
題
だ
。震
災
復
興
橋
梁
の
常

盤
橋
を
保
存
し
な
が
ら
工
事
を
行
う
こ

と
は
、現
代
の
土
木
技
術
を
も
っ
て
す
れ

ば
十
分
可
能
だ
。目
先
の
工
事
費
を
安
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災
復
興
橋
梁
の
常
盤
橋
は
、復
興
局
橋

梁
課
長
の
成
瀬
勝
武
が
、上
部
工
と
下

部
工
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、高
欄
廻
り

を
も
担
当
し
、特
に
高
欄
金
物
は
自
ら

手
掛
け
た
こ
と
が
判
明
し
た
。こ
の
こ

と
は
、今
ま
で
震
災
復
興
橋
梁
は
、土
木

屋（
構
造
）と
建
築
家（
意
匠
）と
の
共
同

作
品
と
言
わ
れ
て
い
た
従
来
の
説
に
疑

問
を
呈
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
土
木
学
会
で
土
木
史
研
究
発
表
会
が

開
始
さ
れ
て
か
ら
、ま
た
本
誌
の
前
身
で

あ
る『
建
設
業
界
』で
近
代
土
木
遺
産
が

表
紙
を
飾
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、四
〇

年
近
く
に
な
る
。土
木
屋
自
身
が
、土
木

の
歴
史
や
作
品
を
い
ま
だ
に
理
解
せ
ず
、

無
知
な
の
は
悲
し
い
こ
と
だ
し
、わ
た
し

ど
も
土
木
史
に
関
心
を
も
つ
者
の
努
力

が
足
り
な
か
っ
た
こ
と
を
、今
回
の
計
画

で
あ
ら
た
め
て
痛
感
し
た
。

　
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
、時
間
的
な
余

裕
は
あ
る
。今
回
の
計
画
は
、イ
ン
フ
ラ

を
中
心
と
し
た
都
心
部
再
開
発
の
モ
デ

ル
事
業
で
あ
る
。土
木
関
係
者
の
知
力

を
結
集
し
て
、最
善
・
最
高
の
高
速
道
路

の
地
下
化
工
事
を
実
現
し
、よ
り
魅
力

的
な
日
本
橋
川
の
河
川
景
観
を
実
現
す

日
本
橋
首
都
高

地
下
化
工
事
は
、

震
災
復
興
橋
梁
の

常
盤
橋
保
存
が

前
提
条
件

意見・提言

伊東 孝

Ａ
Ｉ
利
用
は
、

自
己
領
域
を
拡
大
し
、

よ
り
人
間
的
な
判
断
を

可
能
に
す
る

竣工当時の常盤橋（大正15
年11月竣工）。高速道路が
なくなると、景観はこのよう
にスッキリするが、周囲は高
層ビルに囲まれている。垂
直線と水平線とが強調され
る現代都市景観の中で、優
美なアーチ曲線の存在は、
都市景観に際立つアクセン
トを提供する。

（写真：『帝都復興事業誌　
土木編　上巻』より）
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