
進
化
の
軌
跡

鉄
道
と
都
市

特
　
集

　
鎖
国
政
策
に
よ
り
各
国
と
の
外
交
が
極
度
に
制
限
さ
れ
、世
界
へ

と
つ
な
が
る
扉
が
一
般
に
は
長
ら
く
開
か
れ
な
か
っ
た
江
戸
期
。黒
船

の
来
航
を
発
端
と
し
、文
明
開
化
の
う
ね
り
に
の
み
込
ま
れ
た
日
本

が
目
に
し
た
の
は
、想
像
を
超
え
た
技
術
革
新
だ
っ
た
。蒸
気
機
関

で
動
き
、走
る「
鉄
道
」も
そ
の
一
つ
だ
。世
界
の
都
市
の
進
化
、勃
興

が
こ
の
鉄
道
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
日
本
人
は
鉄

道
整
備
に
猛
進
す
る
。

　
二
〇
二
二（
令
和
四
）年
に
は
、新
橋
～
横
浜
間
に
わ
が
国
初
の
鉄

道
が
開
業
し
て
か
ら
一
五
〇
年
を
迎
え
る
。節
目
の
時
に
日
本
の
鉄

道
の
黎
明
に
触
れ
、都
市
開
発
の
行
方
を
探
る
。

よ
る
鉄
道
建
設
は
加
速
し
、明
治
末
期
ま

で
に
全
国
の
幹
線
網
が
ほ
ぼ
完
成
す
る
。

　

そ
の
一
方
で
私
設
鉄
道
も
数
多
く

敷
設
さ
れ
、一
八
八
〇
年
代
半
ば
か
ら

一
九
〇
〇
年
頃
ま
で
は
私
鉄
建
設
ブ
ー

ム
の
様
相
を
見
せ
て
い
た
。そ
の
嚆
矢
と

な
っ
た
の
が
一
八
八
一（
明
治
十
四
）年

に
発
足
し
た
初
の
私
鉄
事
業
者
、日
本

鉄
道
会
社
だ
。現
在
の
東
北
本
線
や
高

崎
線
、常
磐
線
な
ど
、関
東
か
ら
東
北
に

か
け
て
広
範
囲
で
私
鉄
運
営
を
展
開
し

た
。鉄
道
は
国
に
よ
る
建
設
、保
有
が
前

提
と
さ
れ
て
い
た
が
、私
鉄
勃
興
の
背
景

に
は
西
南
戦
争
な
ど
に
よ
る
財
政
の
ひ
っ

迫
が
あ
っ
た
。ほ
と
ん
ど
の
鉄
道
建
設
は

中
断
さ
れ
た
が
、政
府
が
資
金
と
人
材
、

技
術
を
供
与
し
て
鉄
道
事
業
は
半
官
半

民
の
鉄
道
事
業
者
に
委
ね
ら
れ
た
。そ
の

波
に
乗
っ
た
日
本
鉄
道
会
社
の
立
役
者

の
一
人
が
実
業
家
・
渋
沢
栄
一
だ
。

　

一
八
六
七（
慶
応
三
）年
、第
二
回
パ

リ
万
国
博
覧
会
の
随
行
員
と
し
て
欧
州

に
滞
在
し
た
若
き
渋
沢
栄
一
は
、社
会
基

盤
と
し
て
日
常
生
活
に
定
着
し
て
い
た

鉄
道
に
大
き
な
感
銘
を
受
け
た
。生
涯
に

約
五
〇
〇
社
も
の
企
業
の
設
立
に
関
与

官
民
を
横
断
し
て
進
化
し
た

鉄
道
の
歴
史

　

一
八
五
三（
嘉
永
六
）年
、ア
メ
リ
カ

が
派
遣
し
た
東
イ
ン
ド
艦
隊
の
艦
船
四

隻
が
突
如
と
し
て
現
在
の
神
奈
川
県
の

浦
賀
沖
に
姿
を
現
し
た
。黒
船
の
来
航
で

あ
る
。黒
船
四
隻
の
う
ち
二
隻
は
黒
煙
を

あ
げ
る
蒸
気
船
で
、そ
の
時
人
々
は
蒸
気

機
関
と
い
う
圧
倒
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生

み
出
す
機
構
に
目
を
見
張
っ
た
。翌
年
の

開
国
交
渉
の
最
中
、ア
メ
リ
カ
使
節
か
ら

は
実
物
の
四
分
の
一
の
鉄
道
模
型
が
贈

ら
れ
、日
本
に
お
け
る
鉄
道
建
設
の
機
運

が
一
挙
に
高
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
二
〇
年
足
ら
ず
、一
八
七
二

（
明
治
五
）年
九
月
十
二
日（
新
暦
十
月

十
四
日
）に
新
橋
～
横
浜
間
、二
八・
八

㌔
㍍
で
日
本
初
の
鉄
道
が
開
業
す
る
。こ

れ
に
先
立
つ
三
年
前
に
、わ
が
国
初
と
な

る
鉄
道
建
設
計
画
の
政
府
決
定
が
な
さ

れ
て
い
る
。東
京
と
京
都
を
つ
な
ぐ
幹
線

（
中
山
道
経
由
）を
基
軸
と
し
、東
京
～

横
浜
間
、京
都
～
神
戸
間
、琵
琶
湖
畔
～

敦
賀
間
の
三
支
線
、計
四
路
線
を
整
備

す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。以
後
、国
に

文： 槌田波留基明治末から大正前期頃に発行された絵葉書「東京名所第一輯品川海岸」（提供： 品川区立品川歴史館）

し
た
渋
沢
だ
が
、そ
の
中
に
含
ま
れ
る
鉄

道
関
連
会
社
は
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で

七
〇
社
を
超
え
る
。渋
沢
に
は
日
本
の
鉄

道
王
と
し
て
の
一
面
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

一
八
九
四（
明
治
二
十
七
）年
の
日
清

戦
争
前
後
か
ら
、鉄
道
国
有
化
の
声
が

上
が
る
。分
散
し
た
民
間
事
業
体
制
で

は
物
資
や
兵
員
の
効
率
的
な
輸
送
に
支

障
を
き
た
す
と
い
う
軍
事
的
な
判
断
が

あ
っ
た
。渋
沢
は
こ
れ
に
猛
反
発
す
る
。

事
業
運
営
が
自
己
目
的
化
し
採
算
を
度

外
視
さ
れ
や
す
い
官
営
よ
り
、民
間
の
自

由
競
争
に
こ
そ
企
業
、経
済
の
継
続
的
な

成
長
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。し
か
し
、不
況
に
よ
り
営
業
不
振

に
陥
る
民
間
事
業
者
の
声
も
高
ま
り
、

一
九
〇
六（
明
治
三
十
九
）年
に
鉄
道
国

有
法
が
公
布
さ
れ
、私
設
鉄
道
の
買
収
が

進
ん
だ
。こ
こ
に
旧
日
本
国
有
鉄
道（
国

鉄
）の
原
型
が
あ
る
。こ
れ
以
降
、日
本

の
鉄
道
は
国
有
鉄
道
と
し
て
歴
史
を
刻

む
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
後
国
鉄
は
分
割
民
営
化
さ
れ
、

現
在
は
多
く
の
路
線
が
Ｊ
Ｒ
各
社
に
引

き
継
が
れ
て
い
る
。日
本
の
鉄
道
は
明
治

期
に
最
重
要
の
国
策
と
し
て
出
発
し
、民
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1872（明治5）年開業の初代新橋駅  （提供： 鉄道博物館）

今回出土した高輪築堤の、水路のための橋台部分。

「実測東京全図」より1878（明治11）年の地図（内務省地理局）に加筆

列
車
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

施
工
は
イ
ギ
リ
ス
人
技
術
者
エ
ド
モ
ン

ド
・
モ
レ
ル
の
指
導
の
も
と
民
部
省
鉄
道

掛（
後
の
工
部
省
鉄
道
寮
）が
担
当
。台

場
の
築
造
に
か
か
わ
っ
た
豊
富
な
知
見

を
有
す
る
優
秀
な
大
工
、石
工
が
全
国
か

ら
招
集
さ
れ
た
。資
材
は
新
規
に
調
達
さ

れ
た
砂
利
に
加
え
、石
材
と
し
て
台
場
や

高
輪
海
岸
の
石
垣
な
ど
も
再
利
用
さ
れ

た
と
い
う
。遠
浅
の
品
川
の
海
で
の
測
量

は
干
潮
時
に
限
ら
れ
、泥
土
に
ま
み
れ
な

が
ら
の
作
業
と
な
っ
た
。埋
め
立
て
た
土

砂
が
波
に
の
ま
れ
て
流
失
し
、堤
体
が
崩

壊
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。こ
の
類
ま
れ
な

難
工
事
は
新
橋
～
横
浜
間
が
開
業
す
る

数
日
前
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

伝
統
技
法
と
矜
持
が

交
差
す
る
橋
台
跡

　

高
輪
築
堤
が
出
土
し
た
東
京
都
港
区

に
あ
る
、区
立
郷
土
歴
史
館
の
川
上
悠
介

学
芸
員
は
こ
の
築
堤
の
重
要
性
を
こ
う

説
明
す
る
。「
高
輪
築
堤
は
台
場
の
石
な

ど
も
流
用
し
つ
つ
、各
地
か
ら
も
資
材
を

集
め
、海
の
中
に
二・
七
㌔
㍍
と
い
う
距

離
の
築
堤
を
、重
機
の
な
い
時
代
に
人
力

で
、し
か
も
二
年
半
と
い
う
短
期
間
に
建

間
事
業
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
て
き
た
。

　

そ
の
時
々
の
時
代
背
景
と
と
も
に
変

遷
を
繰
り
返
し
て
き
た
日
本
の
鉄
道
だ

が
、時
を
超
え
て
通
底
す
る
の
は
機
能

性
、安
全
性
の
追
求
と
効
率
化
だ
。近
代

化
を
経
て
更
に
未
来
へ
、今
後
も
鉄
道
の

進
化
が
止
ま
る
こ
と
は
な
い
。

海
の
上
を
走
る 

初
の
鉄
道

　

二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
、東
日
本
旅

客
鉄
道
㈱（
Ｊ
Ｒ
東
日
本
）が
進
め
る
品

川
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
現
場
内
で
、新

橋
と
横
浜
を
つ
な
ぐ
軌
条
を
支
え
た「
高た

か

輪な
わ
ち
く
て
い

築
堤
」が
出
土
し
て
大
き
な
話
題
と

な
っ
た
。日
本
で
初
め
て
開
業
し
た
鉄
道

の
遺
構
は
、近
代
土
木
遺
産
と
し
て
非
常

に
重
要
だ
と
高
く
評
価
さ
れ
た
。

　

高
輪
築
堤
は
線
路
を
敷
設
す
る
た
め

に
海
上
に
構
築
さ
れ
た
構
造
物
だ
。新
橋

～
横
浜
間
の
支
線
長
は
約
二
九
㌔
㍍
だ

が
、高
輪
周
辺
は
国
防
上
の
要
衝
で
あ
る

こ
と
か
ら
、兵
部
省
は
鉄
道
当
局
へ
の
引

き
渡
し
を
拒
否
し
た
。結
果
、本
芝
か
ら

高
輪
海
岸
を
経
由
し
て
品
川
停
車
場
へ

至
る
約
二・七
㌔
㍍
の
区
間
は
海
上
に
幅

六・四
㍍
の
堤
体
を
築
造
し
、そ
の
上
に

設
し
た
一
大
土
木
事
業
で
し
た
。日
本
で

初
め
て
の
鉄
道
事
業
は
、西
洋
で
開
発
が

進
ん
で
い
た
技
術
が
、日
本
の
土
木
技
術

の
上
で
生
か
さ
れ
た
事
業
で
あ
り
、高
輪

築
堤
は
日
本
の
鉄
道
事
業
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
を
今
に
残
す
貴
重
な
遺

構
で
す
」。川
上
氏
は
か
つ
て
こ
の
エ
リ
ア

が「
海
」で
あ
っ
た
こ
と
を
再
認
識
で
き

る
貴
重
な
証
で
も
あ
る
と
話
す
。

　

築
堤
で
最
も
特
徴
的
な
の
は
橋
梁
部

だ
。そ
も
そ
も
鉄
道
専
用
の
築
堤
に
な
ぜ

橋
梁
部
が
存
在
し
た
の
か
。「
当
時
の
高

輪
海
岸
に
は
、漁
業
を
生
業
に
す
る
方
た

ち
も
住
ん
で
お
り
、海
岸
に
築
堤
が
築
か

れ
る
こ
と
で
、舟
が
接
岸
で
き
な
く
な
る

※P8-10の画像について、特記以外は提供： 港区立郷土歴史館

三代広重「東京品川海
辺蒸気車鉄道之真景」に
描かれた高輪築堤の様
子。今回出土した遺構には
水路のための橋台が含ま
れているが、浮世絵でもこ
の橋台部分を確認できる。

鉄道
黎明期

第7橋梁

新橋方面

横浜方面

現 田町駅

高輪大木戸

第5橋梁

第8橋梁

現 品川駅

現 高輪ゲートウェイ駅

初代 品川停車場（現 八ツ山橋付近）

第6橋梁
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築堤部は、堤の芯となる部分を土砂によって埋め立てた後に盛土し、海側と山側に石垣を積み上げていると想定される。
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10m0

山側 海側
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GL

裏込め（雑石）

砂質粘土層：基底面は高輪台の埋没波食台面の可能性が高い

群杭（杭列）

開業期：1872（明治5）年３線化：1899（明治32）年

笠石

胴木と杭

6.0m

裏込め

ローム層ローム層

複線化：1876（明治9）年

開業期及び
複線化の
山側石垣

自然堆積層自然堆積層

バラスト

開業期：海側石垣

築堤基盤①（黄色築土）築堤基盤①（黄色築土）
盛土①盛土①

埋め土下層砂利層埋め土下層砂利層

盛土②盛土②

築堤基盤②（土丹築土）築堤基盤②（土丹築土）

粘土層粘土層

裏込め（土丹、丸石、礫）裏込め（土丹、丸石、礫）

17.5m
20.7m

敷
地
境
界
擁
壁

敷
地
境
界
擁
壁

電
信
柱

電
信
柱

平均6.4m

築堤の断面構造想定図（※第2東西連絡道路部分の成果に基づき作成）

当時の品川駅付近の様子。写真中央から右下に、新幹線の線路が延びる。
（提供： 鉄建建設㈱）

1964（昭和39）年10月1
日の東京駅での東海道新
幹線開業出発式。（提供： 
鉄道博物館）

福島県三島町の北側を流れる只見川と、そこに架かる道路橋・ 三島大橋

弾
丸
列
車
か
ら
夢
の
超
特
急
へ

　

高
輪
築
堤
か
ら
東
側
に
三
〇
〇
㍍
足

ら
ず
、築
堤
と
平
行
し
て
疾
駆
し
て
い
る

の
が
東
海
道
新
幹
線
だ
。東
海
道
の
ベ

ル
ト
地
帯
を
貫
通
す
る
こ
の
大
動
脈
は
、

東
京
～
京
都
間
を
幹
線
と
し
て
発
祥
し

た
日
本
初
の
路
線
・
東
海
道
本
線
の
直

系
と
も
言
え
る
。そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
車

両
、１
Ｂ
形
タ
ン
ク
式
蒸
気
機
関
車
は
、

軌
間
一
、〇
六
七
㍉
㍍
の
狭
軌
仕
様
だ
っ

た
。国
際
標
準
の
広
軌（
一
、四
三
五
㍉

㍍
）に
比
べ
て
安
定
性
や
輸
送
力
は
劣
る

も
の
の
、建
設
費
を
大
幅
に
削
減
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
採
用
さ
れ
た
。当

時
は
ま
だ
、鉄
道
の
輸
送
力
に
対
す
る
意

識
が
希
薄
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。し

か
し
、間
も
な
く
国
防
上
の
理
由
か
ら
、

ま
た
明
治
後
期
の
資
本
主
義
の
台
頭
を

背
景
と
し
て
、輸
送
力
の
増
強
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。鉄
道
の
広
軌
改
築

計
画
が
浮
上
す
る
が
、紆
余
曲
折
を
経
な

が
ら
構
想
は
迷
走
し
続
け
る
。

　

一
九
三
七（
昭
和
十
二
）年
、日
中
戦

争
が
勃
発
す
る
と
、軍
事
、物
資
、旅
客

の
輸
送
量
が
激
増
し
、東
海
道
本
線
の

輸
送
力
が
行
き
詰
ま
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。そ
こ
で
広
軌
に
よ
る
全
く
新

こ
と
が
生
活
に
か
か
わ
る
大
問
題
と
な

り
ま
し
た
。そ
う
い
っ
た
背
景
の
も
と
、

築
堤
を
潜
り
抜
け
ら
れ
る
よ
う
な
切
れ

目
を
つ
く
る
こ
と
で
、漁
船
や
荷
運
び
用

の
舟
の
通
舟
路
が
確
保
さ
れ
ま
し
た
。国

家
事
業
の
推
進
と
地
元
住
民
の
要
望
の

す
り
合
わ
せ
が
、築
堤
部
分
の
橋
梁
と
し

て
生
ま
れ
た
の
で
す
」。遺
構
は
生
活
史

の
史
料
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
だ
と
川

上
氏
は
評
価
す
る
。

　

第
七
橋
梁
は
新
橋
側
か
ら
数
え
て
七

番
目
の
橋
だ
。橋
桁
を
載
せ
る
橋
台
は
横

長
の
切
石
を
長
手
と
小
口
を
交
互
に
並
べ

る
ブ
ラ
フ
積
み
で
目
地
に
は
漆
喰
が
施
さ

れ
て
い
る
。こ
れ
を
支
持
す
る
堤
体
の
表

面
は
ご
つ
ご
つ
と
し
た
感
触
の
石
を
一
列

に
並
べ
る
布
積
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

橋
台
と
堤
体
の
形
状
は
明
ら
か
に
異

な
る
。堤
体
部
は
裏
込
め
石
の
上
に
貼
り

石
を
並
べ
る
、職
人
の
経
験
と
技
に
裏
付

け
ら
れ
た
伝
統
的
な
施
工
。一
方
、橋
台

部
は
荷
重
が
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、緻

密
な
構
造
計
算
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
と
川
上
氏
は
考
え
て

い
る
。「
築
堤
の
大
半
は
、台
場
築
造
の

経
験
が
生
か
さ
れ
た
日
本
の
土
木
技
術

で
造
ら
れ
、橋
台
部
な
ど
の
特
殊
部
分
に

つ
い
て
は
近
代
的
、西
洋
的
な
考
え
で
あ

る
工
学
的
な
計
算
に
基
づ
い
て
設
計
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
、成
型
さ
れ
た
石
積
み

が
レ
ン
ガ
積
み
の
よ
う
な
形
で
積
ま
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
、西
洋
と
日
本

の
技
術
の
融
合
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
」と
川
上
氏
は
話
す
。

海
の
使
い
方
の
変
遷
を
語
り
継
ぐ

　

今
回
出
土
し
た
高
輪
築
堤
は
、Ｊ
Ｒ

高
輪
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
駅
付
近
の
延
長
で

約
八
〇
〇
㍍
。そ
の
う
ち
品
川
開
発
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
三
街
区
の
橋
梁
部
を
含
む
約

八
〇
㍍
に
つ
い
て
は
現
地
で
保
存
し
て
公

開
、二
街
区
の
残
存
状
況
が
良
好
な
公
園

隣
接
部
約
四
〇
㍍
は
文
化
創
造
施
設
と

一
体
的
に
整
備
し
、更
に
、四
街
区
の
信

号
機
土
台
部
を
含
む
約
三
〇
㍍
は
駅
前

の
国
道
沿
い
の
広
場
に
移
築
す
る
こ
と

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

現
時
点
で
確
認
さ
れ
て
い
る
築
堤
遺

構
は
一・三
㌔
㍍
に
及
ぶ
。高
輪
築
堤
の

全
長
は
二・
七
㌔
㍍
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

確
認
さ
れ
た
遺
構
の
倍
近
い
長
さ
の
遺

構
が
、地
中
に
眠
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。そ
う
し
た
貴
重
な
遺
構
の
保
存
は

今
後
も
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
今
回
出
土
し
た
高
輪
築
堤
の
景
観
が

当
時
描
か
れ
た
錦
絵
と
ほ
ぼ
同
様
だ
っ

た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。そ
れ
だ

け
完
全
な
形
で
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
」と
川
上
氏
は
話
す
。

　

高
輪
海
岸
は
、江
戸
か
ら
品
川
宿
を

つ
な
ぐ
主
要
街
道
の
途
中
に
当
た
り
、泉

岳
寺
や
東
禅
寺
と
い
っ
た
寺
が
集
ま
る

江
戸
の
入
口
と
し
て
栄
え
た
地
域
で
、幕

末
に
は
黒
船
を
迎
撃
す
る
た
め
の
台
場

が
沿
岸
に
築
か
れ
た
。明
治
に
な
る
と
鉄

道
が
走
る
よ
う
に
な
り
、風
景
は
一
変
す

る
。鉄
道
事
業
を
き
っ
か
け
に
埋
立
が
進

み
、港
湾
整
備
や
鉄
道
用
地
が
拡
大
し

た
。戦
後
は
海
運
か
ら
空
輸
の
時
代
と
な

り
、港
湾
施
設
は
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
に
姿

を
変
え
て
い
る
。

　

鉄
道
開
業
一
五
〇
年
の
目
前
、品
川

地
区
の
再
開
発
に
伴
っ
て
出
土
し
た
タ

イ
ミ
ン
グ
に
も
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

「
鉄
道
敷
設
前
後
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
や

海
の
使
い
方
の
変
遷
を
後
世
に
伝
承
す

る
こ
と
は
、学
術
界
や
経
済
界
、行
政
な

ど
単
独
で
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。困
難

な
道
程
で
は
あ
り
ま
す
が
、連
携
・
協
力

し
な
が
ら
貴
重
な
文
化
財
を
極
力
遺
し

て
い
く
た
め
の
手
立
て
を
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」と
川
上
氏
は
話

し
て
く
れ
た
。

広がる
鉄道
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1966（昭和41）年、たまプラーザ駅全景と長津田方面
に伸びる田園都市線の空撮（提供 ： 東急㈱）

1924（大正13）年、開通当時の調布（現・田園調布）駅全
景（提供 ： 東急㈱）

鉄道が生み出すエリアのブランド
　戦後復興期、多摩丘陵で東急田園都市線の敷設を
軸に都市開発を展開した東急。実質的な創設者の五
島慶太の構想は、首都圏の人口爆発を見越し、同エリ
アにおいて5,000haの田園都市を建設するというもの
だった。五島慶太は、田園調布への足としてつくられた
目黒蒲田電鉄（東急の前身）の経営を通じて、戦前に
渋沢栄一が提唱した「田園都市構想」の理念を受け
継いだ。鉄道敷設と連動する郊外開発というスキーム
は、田園調布、たまプラーザをはじめとする「ブランド」を
も生み出している。

鉄道と都市　進化の軌跡

多
角
経
営
化
を
進
め
る

私
鉄
の
隆
盛

　

一
方
、明
治
期
か
ら
二
転
三
転
を
経
た

私
鉄
も
昭
和
期
に
か
け
て
発
展
す
る
。昭

和
初
期
に
は
東
武
鉄
道
、西
武
鉄
道
、東

京
急
行
電
鉄
、阪
急
電
鉄
と
い
っ
た
大
手

し
い
路
線
の
増
設
計
画
が
生
ま
れ
た
。東

京
～
下
関
間
に
広
軌
の
複
線
を
新
設
、こ

の
区
間
を
九
時
間
で
結
ぶ
と
い
う
構
想

だ
っ
た
。い
わ
ゆ
る「
弾
丸
列
車
」、広
軌

新
幹
線
の
建
設
計
画
だ
。し
か
し
、一
九

四
一（
昭
和
十
六
）年
に
着
工
し
た
も
の

の
、太
平
洋
戦
争
の
戦
局
悪
化
に
よ
り
計

画
は
中
止
さ
れ
た
。

　

終
戦
後
、経
済
復
興
と
比
例
し
て
東

海
道
本
線
の
輸
送
力
が
飽
和
状
態
に
達

し
た
こ
と
か
ら
、こ
れ
ま
で
の
日
本
の

鉄
道
技
術
を
結
集
し
て
広
軌
別
線
を
建

設
、高
速
電
車
に
よ
る
鉄
道
シ
ス
テ
ム
の

構
築
が
計
画
さ
れ
る
。輸
送
力
を
鉄
道

に
依
存
す
る
こ
と
に
懐
疑
的
な
鉄
道
斜

陽
論
な
ど
反
対
意
見
も
あ
っ
た
が
、一
九

五
七（
昭
和
三
十
二
）年
、鉄
道
技
術
研

究
所
が
東
京
～
大
阪
間
を
三
時
間
で
結

ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
発
表
し
、計
画

は
加
速
。そ
の
二
年
後
、戦
前
に
施
工
が

中
断
さ
れ
た
新
丹
那
ト
ン
ネ
ル
熱
海
口

で
東
海
道
新
幹
線
の
起
工
式
が
挙
行
さ

れ
た
。戦
前
に
頓
挫
し
た
弾
丸
列
車
の
計

画
用
地
や
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
遺
産
を
継

承
し
、着
工
か
ら
わ
ず
か
五
年
半
後
の
一

九
六
四（
昭
和
三
十
九
）年
十
月
一
日
、

「
夢
の
超
特
急
」が
つ
い
に
開
業
を
果
た

す
。東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
会
式
の
九
日

前
の
こ
と
だ
っ
た
。

新
幹
線
で
開
花
し
た

鉄
道
土
木
技
術

　

終
戦
後
、停
滞
し
て
い
た
建
設
業
界
の

技
術
革
新
は
、海
外
と
の
技
術
交
流
が

再
開
し
た
こ
と
で
一
挙
に
加
速
す
る
。復

興
後
の
東
海
道
新
幹
線
の
建
設
に
は
そ

の
成
果
が
存
分
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

東
海
道
新
幹
線
は
そ
の
総
延
長
五
一

五
㌔
㍍
の
う
ち
一
一
六
㌔
㍍
が
高
架
橋

だ
。橋
梁
下
部
に
は
、戦
前
の
主
流
で

あ
っ
た
重
力
式
の
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に

代
わ
っ
て
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
台
が
用

い
ら
れ
た
。上
部
構
造
に
お
い
て
も
連
続

ト
ラ
ス
橋
や
、急
速
に
進
化
し
た
プ
レ
ス

ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
が
導
入
さ
れ

る
。鉄
材
の
欠
乏
か
ら
普
及
が
遅
れ
た
ト

ン
ネ
ル
施
工
で
の
鋼
製
支
保
工
の
本
格

導
入
な
ど
、戦
前
の
技
術
開
発
を
踏
ま

え
、在
来
線
整
備
で
培
わ
れ
た
鉄
道
建
設

技
術
が
東
海
道
新
幹
線
の
あ
ら
ゆ
る
工

区
で
開
花
し
た
。土
木
技
術
の
革
新
な
く

し
て
、世
界
で
も
類
を
見
な
い
鉄
道
シ
ス

テ
ム
の
実
現
は
困
難
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
だ
。

私
鉄
の
主
要
な
路
線
が
開
通
し
、電
化
を

達
成
す
る
。

　

私
鉄
に
つ
い
て
は
、国
有
鉄
道
と
一
線

を
画
す
多
角
的
な
経
営
方
針
を
早
期
か

ら
展
開
し
た
こ
と
が
特
筆
に
値
す
る
。沿

線
の
宅
地
開
発
、遊
園
地
な
ど
娯
楽
施

設
の
運
営
、プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
の
設
立
な

ど
、現
鉄
道
会
社
の
経
営
形
態
に
直
結

す
る
源
流
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。阪
急

梅
田
駅
に
日
本
で
初
め
て
デ
パ
ー
ト
が

併
設
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
だ
。そ
の
萌
芽

は
戦
後
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
、大
型
商

業
施
設
の
展
開
な
ど
に
継
承
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

弾丸列車の遺産を受け継いだ新丹那トンネル

軌
ききょう

框をつなぐ
軌道敷設工事

　7,959mの新丹那トンネルの掘削工事は、新幹線の工期を
左右する最難関だった。その工事では底部に導坑を先行して
掘削し、適宜上部へ切り上げていく底設導坑先進式半断面
工法が採用され、4年4カ月の短工期で完成した。施工を記録
した貴重な映像「弾丸鉄道　新丹那トンネル」（YouTube チャ
ンネル「NPO 法人科学映像館」より）は必見。軟弱地盤、湧
水と格闘しながら、国内最大級のトンネル事業に挑む施工者た
ちの息遣いが伝わってくる。

　東海道新幹線は、総延長約515
kmのうち約170kmが高架橋と橋
梁で建設された。工期を短縮するた
め、軌道工事では現場付近に軌道
基地を設け、ここでレールと枕木を
セットした軌框を製作、走行レール
上を移動する門型クレーンで設置し
て前後の軌框を溶接した後にバラ
ストを散布する工法が採用された。
これにより1日当たり400～1,000m
を敷設したという。

静岡県の天竜川に架かる天竜川橋梁。5回もの水禍に見舞
われるも、工期内に無事完成したという。（提供： 鹿島建設㈱）

新丹那トンネル熱海口での施工の様子（提供： 鉄道博物館） 新丹那トンネル貫通（提供： 鉄道博物館）

1932（昭和7）年、多摩川台（現・田園調布）住宅地の航空写真（提供 ： 東急㈱）

東海道新幹線の線路
工事にて線路組立作
業の様子（提供： 鉄道
博物館）
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「エキナカ」の誕生

渋谷駅大改造
　迷宮都市と言われる渋谷が大改造のただ中にある。その嚆矢となるのが駅
の再整備だ。初代銀座線渋谷駅が完成したのは1938（昭和13）年12月。地
下鉄が百貨店の3階に乗り入れるという大胆な構造だった。乗り換えの利便性
向上を図るため、ホームを約130m表参道側に移動する工事が2020（令和2）
年に完了した。更にJR渋谷駅の路線切換工事も行われた。54時間という短い
時間で、離れていたJR埼京線のホームを350m移設し、500mにわたって軌道
を修正する大工事として注目を集めた。100年に一度と言われる駅周辺の再開
発と歩調を合わせ、渋谷の動線が大きく変わろうとしている。

　鉄道事業者が事業主体となる「エキナ
カ」が本格的に展開し始めたのは20年ほど
前のことだ。JR東日本は2000（平成12）
年に「ステーションルネッサンス」を提唱、そ
の後、駅と一体化した商業空間「ecute（エ
キュート）」が生まれる。一方で、駅周辺の商
店との競合や軋轢、公共交通施設であるこ
とから減額されていた固定資産税の見直し
といった課題が顕在化したこともあった。し
かし、そうした諸問題もエキナカが商業施設
として既に自立していたことを示す証左でも
あったと言えるだろう。

JR日暮里駅の「エキュート日暮里」
（提供： JR東日本クロスステーション）

鉄道と都市　進化の軌跡

か
ら
理
容
室
、保
育
施
設
ま
で
設
置
さ
れ

る
複
合
施
設
と
な
っ
た
。「
東
京
駅
が
、街

に
な
る
」を
コ
ン
セ
プ
ト
に
掲
げ
た
J
R

東
京
駅
を
は
じ
め
、J
R
品
川
駅
な
ど

タ
ー
ミ
ナ
ル
の
エ
キ
ナ
カ
は
構
内
、構
外

の
境
界
が
曖
昧
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
商
業

施
設
化
が
進
展
し
た
。鉄
道
会
社
に
と
っ

て
、駅
は
も
は
や
列
車
の
乗
降
や
乗
換
え

を
目
的
と
し
た
施
設
で
は
な
く
、重
要
な

経
営
資
源
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

新
し
い
駅
も
誕
生
し
た
。二
〇
二
〇

（
令
和
二
）年
三
月
に
Ｊ
Ｒ
山
手
線
・
京

体
感
を
醸
成
し
て
い
る
。駅
舎
の
デ
ザ
イ

ン
を
担
っ
た
建
築
家
の
隈
研
吾
氏
は「
こ

れ
か
ら
の
駅
は
、街
の
、村
の
、か
つ
て
の

広
場
の
よ
う
に
人
々
に
と
っ
て
共
通
の
場

で
あ
り
、こ
こ
に
駅
が
あ
る
か
ら
帰
っ
て

く
る
と
い
っ
た『
こ
こ
ろ
の
拠
り
所
』に

も
な
る
象
徴
的
な
場
に
な
っ
て
ほ
し
い
」

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る（
Ｊ
Ｒ
東
日
本
Ｗ

Ｅ
Ｂ
メ
デ
ィ
ア「
ａ
ｎ
ｄ 

Ｅ
」よ
り
）。

　

高
輪
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
駅
の
三
カ
月
後

に
開
業
し
た
東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線
の

虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ
駅
も
、ま
ち
と
の
結
節
点

複
合
施
設
と
し
て
の
駅

　

日
本
の
鉄
道
開
業
か
ら
間
も
な
く
一

五
〇
年
。路
線
の
整
備
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
今
、「
駅
」も
大
き
く
変
貌
を
遂
げ

よ
う
と
し
て
い
る
。列
車
の
発
着
、旅
客

の
乗
降
、貨
物
の
集
散
と
い
っ
た
役
割
を

果
た
し
て
き
た
停
車
場
は
利
便
性
を
追

求
し
続
け
た
成
果
と
し
て
回
遊
性
、エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
と
い
っ
た
新
た
な

機
能
を
提
供
し
始
め
て
い
る
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
二
〇
〇
〇（
平
成

十
二
）年
に
策
定
し
た
グ
ル
ー
プ
中
期

経
営
構
想
に
お
い
て
、新
し
い
駅
づ
く
り

「
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」の
計
画

を
立
ち
上
げ
た
。駅
に
求
め
ら
れ
る
機
能

を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見
直
し
、そ
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
を
最
大
限
に
引
き
出
そ
う
と
す
る

計
画
だ
。

　

そ
の
発
端
と
な
っ
た
の
が
J
R
上
野

駅
の
改
良
工
事
だ
。外
構
か
ら
ト
イ
レ
を

は
じ
め
と
す
る
施
設
の
更
新
、商
業
施
設

「
ア
ト
レ
上
野
」の
整
備
な
ど
、ど
ち
ら
か

と
い
う
と
暗
い
印
象
が
あ
っ
た
上
野
駅
の

空
気
感
を
一
新
し
た
。こ
の
駅
づ
く
り
は

各
主
要
駅
に
波
及
し「
エ
キ
ナ
カ
」と
い

う
新
た
な
日
常
語
を
生
み
出
し
た
。駅
は

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
飲
食
店
、書
店

と
な
る
べ
く
、機
能
形
成
を
目
指
し
て
い

る
。同
駅
は
地
下
歩
行
者
通
路
か
ら
、都

心
と
臨
海
部
を
結
ぶ
Ｂ
Ｒ
Ｔ（
バ
ス
高
速

輸
送
シ
ス
テ
ム
）、羽
田
空
港
行
の
リ
ム

ジ
ン
バ
ス
が
発
着
す
る
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

ま
で
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
連
絡
。虎
ノ
門
ヒ

ル
ズ
森
タ
ワ
ー
を
は
じ
め
、周
辺
の
再
開

発
ビ
ル
に
も
接
続
し
て
い
る
。地
下
一
階

に
あ
る
改
札
は
現
在
整
備
中
の
地
下
二

階
の
コ
ン
コ
ー
ス
に
移
設
さ
れ
、こ
れ
を

介
し
て
駅
広
場
と
つ
な
が
る
予
定
だ
。同

駅
は
、こ
う
し
た
交
通
結
節
機
能
の
充
実

を
通
し
て
虎
ノ
門
の
ま
ち
づ
く
り
と
連

携
す
る
と
い
う
。

　

新
駅
の
設
置
は
周
辺
市
街
の
変
化
、今

後
の
発
展
を
見
据
え
た
も
の
だ
。そ
の
視

点
は
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
集
約
し
た
新
宿

駅
や
、ま
ち
の
大
改
造
に
伴
い
生
ま
れ
変

わ
る
渋
谷
駅
な
ど
、現
在
供
用
さ
れ
て
い

る
駅
舎
の
再
構
築
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ

と
は
な
い
。鉄
道
と
ま
ち
は
連
動
し
な
が

ら
、進
化
を
続
け
て
い
く
。

ま
ち
を
育
て
る
鉄
道
整
備

　

日
本
に
は
道
路
、鉄
道
と
都
市
を
一

体
的
に
整
備
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。江

戸
期
の
街
道
に
は
宿
場
が
あ
り
、そ
こ
を

起
点
と
し
て
宿
場
町
が
形
成
さ
れ
た
。城

郭
を
包
囲
し
た
城
下
町
、港
に
発
祥
す
る

港
町
も
同
様
だ
。現
代
に
お
け
る
民
間
鉄

道
を
主
と
す
る
郊
外
線
の
整
備
と
沿
線

開
発
、ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
い
う
大
規
模
な

宅
地
造
成
も
そ
の
象
徴
的
な
事
例
と
言

え
る
だ
ろ
う
。「
線
」か
ら「
点
」が
生
ま

れ「
面
」と
し
て
広
が
っ
て
い
く
。建
設

業
界
は
そ
の
す
べ
て
の
プ
ロ
セ
ス
に
横
断

的
に
貢
献
し
て
き
た
。

　

社
会
学
の
分
野
に
は
、「
社
会
や
都
市

は
設
計
・
製
作
を
通
し
て
人
工
的
に
完

成
さ
れ
た
機
械
で
は
な
く
、植
物
の
よ
う

に
成
長
、あ
る
い
は
衰
弱
す
る
生
物
で
あ

る
」と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。社
会
、都
市

を
有
機
体
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、そ
こ

に「
育
て
る
」と
い
う
概
念
が
必
須
だ
。鉄

道
を
敷
設
し
、駅
を
置
き
、そ
の
周
辺
に

や
み
く
も
に
投
資
す
れ
ば
理
想
的
な
都
市

が
生
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

　

今
後
の
鉄
道
整
備
と
、そ
れ
を
起
点

と
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
も
、人

流
・
物
流
を
促
し
、都
市
を
健
や
か
に
成

長
さ
せ
る
と
い
う
視
点
が
必
要
に
な
る
。

社
会
基
盤
の
構
築
と
都
市
機
能
の
高
度

化
を
け
ん
引
し
て
き
た
建
設
業
界
も
、そ

う
し
た
視
点
に
立
っ
た
将
来
の
鉄
道
整

備
や
都
市
開
発
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。

浜
東
北
線
の
田
町
駅
と
品
川
駅
の
中
間

に
開
業
し
た
高
輪
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
駅
は
、

山
手
線
で
は
一
九
七
一（
昭
和
四
十
六
）

年
に
開
業
し
た
西
日
暮
里
駅
以
来
の
新

駅
設
置
と
な
る
。こ
の
新
駅
の
コ
ン
セ
プ

ト
は「
エ
キ
マ
チ
一
体
」。駅
に
降
り
立
っ

た
瞬
間
に
ま
ち
を
体
感
し
、駅
周
辺
と

シ
ー
ム
レ
ス
に
つ
な
が
る
イ
メ
ー
ジ
を
木

の
集
成
材
を
多
用
し
な
が
ら
形
に
し
た
。

和
を
感
じ
さ
せ
る
折
り
紙
を
モ
チ
ー
フ
と

し
た
大
屋
根
、吹
抜
け
の
開
放
的
な
構
造

は
、確
か
に
構
外
の
街
区
と
空
間
的
な
一

2020（令和2）年3月に開業し
たJR高輪ゲートウェイ駅のホー
ムの様子。（提供：JR東日本）

変貌する
駅とまち

渋谷駅にて、銀座線のホーム
を既設の場所より130m移動
して新設した。（いずれも提供： 
東京地下鉄㈱）
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