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一
.
千
里
山
に
ヴ
オ

l
リ
ズ
設
計
の
家
が
あ
っ
た
!

今
年
の
正
月
、
近
く
に
住
む
妹
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
。
「
千
里

山
の
古
く
か
ら
の
家
M
邸
が
近
く
取
り
壊
さ
れ
る
ら
し
い
、
そ

れ
が
ヴ
オ

l
リ
ズ
の
設
計
の
家
だ
っ
た
ら
し
い
、
解
体
前
に
中

を
見
せ
て
い
た
だ
く
か
ら
、
一
緒
に
い
か
が
?
」
と
言
う
。

そ
の
日
、

M
ご
夫
妻
は
引
越
準
備
の
ご
多
仕
の
中
、
ほ
と
ん

ど
空
に
な
っ
た
お
宅
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
M
氏
は
、
自
宅

が
ヴ
オ

l
リ
ズ
あ
る
い
は
ヴ
オ

l
リ
ズ
の
事
務
所
の
設
計
で
あ

る
こ
と
を
、
昨
年
ヴ
オ

l
リ
ズ
の
研
究
者
が
訪
ね
て
来
ら
れ
る

ま
で
知
ら
な
か
っ
た
と
舌
P
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

M
夫
人
の
お
話

か
ら
、
こ
の
家
が
、
千
里
山
会
会
誌
十
号
で
柿
崎
畢
音
氏
が
健

筆
を
揮
っ
て
書
か
れ
た
チ
ェ
リ
ス
ト
伊
達
三
郎
家
の
千
里
山
で

の
三
番
め
の
居
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

生
来
の
好
奇
心
旺
盛
か
ら
、
後
日
私
は
円
山
町
に
お
住
ま
い

昨
秋
、
千
里
山
に
用
が
あ
り
、
雅
子
さ
ん
は
M
邸
の
前
で
、

M
夫
人
ら
し
き
人
に
「
私
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、
こ
の
家
に
住
ん

で
居
た
の
で
す
」
と
話
し
が
け
ら
れ
た
。
初
対
十
回
だ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

M
夫
人
は
「
ぜ
ひ
中
に
入
っ
て
く
だ
さ
い
」
と

家
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
。

M
夫
妻
は
M
氏
の
父
上
の
「
こ
の
家

は
勝
手
に
触
ら
な
い
で
、
こ
の
ま
ま
住
む
こ
と
」
と
い
λ
る
で
、

伊
達
家
が
住
ん
で
お
ら
れ
た
昭
和
十
二
年

1
十
七
年
頃
当
時
の

状
態
の
ま
ま
使
っ
て
お
ら
れ
た
。
雅
子
さ
ん
は
、
子
ど
も
の
頃

と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
か
つ
て
の
我
が
家
を
見
て
感
激
し
、

M

夫
人
と
手
を
取
り
合
っ
て
涙
し
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

玄
関
前
の
ポ
l
チ
と
玄
関
内
の
床
の
幾
何
学
模
様
の
色
タ
イ

ル
は
近
江
八
幡
に
あ
る
ヴ
オ
l
リ
ズ
設
計
の
住
宅
の
タ
イ
ル
と

寸
分
ち
が
わ
な
い
も
の
ら
し
い
。
玄
関
を
上
が
っ
た
板
の
間
の

上
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
は
白
地
に
花
模
様
の

工
芸
品
。
左
の
応
接
間
に
は
タ
イ
ル
張
り
の
暖
炉
と
作
り
つ
け

の
立
派
な
書
架
が
あ
っ
た
。
南
側
に
上
下
に
開
閉
す
る
窓
が
あ

る
。
こ
の
窓
こ
そ
、
若
き
日
の
マ
エ
ス
ト
ロ
朝
比
奈
隆
氏
が
勝

手
に
潜
入
し
て
来
ら
れ
た
窓
だ
っ
た
。
(
先
の
写
真
と
、
会
誌
五

号
五
十
四
ペ
ー
ジ
「
朝
比
奈
隆
先
生
と
千
里
山
」
小
川
雅
子
氏

執
筆
参
照
)

の
伊
達
氏
の
次
女
、
小
川
雅
子
さ
ん
(
十
三
回
生
)
を
訪
ね
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
昔
、
お
母
上
の
シ
ズ
先
生
に
少
し
の
間

な
が
ら
ピ
ア
ノ
を
習
い
に
行
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
五
十
年
ぶ

り
か
の
円
山
町
の
お
宅
訪
問
で
あ
っ
た
。
雅
子
さ
ん
と
は
初
対

十
周
こ
ち
ら
は
グ
レ
l
ス
幼
稚
園
で
催
さ
れ
た
お
父
上
の
チ
ェ

ロ
演
奏
の
前
座
(
だ
っ
た
そ
う
で
す
)
の
雅
子
さ
ん
の
歌
わ
れ

る
の
を
、
子
ど
も
の
頃
聞
い
た
記
憶
は
あ
る
。
雅
子
さ
ん
は
私

の
実
家
の
こ
と
を
よ
く
ご
存
知
だ
っ
た
の
で
、
あ
つ
か
ま
し
い

申
し
出
に
も
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
。

奥
に
は
広
い
和
室
が
二
問
つ
づ
い
て
お
り
、
南
側
に
そ
の
二

間
分
の
長
さ
の
サ
ン
ル
ー
ム
が
あ
る
。
(
右
の
写
真
参
照
)
た
し

か
に
、
日
本
家
屋
の
縁
側
よ
り
も
っ
と
広
幅
で
あ
る
。
そ
の
他

端
々
に
丁
寧
な
意
匠
が
見
出
さ
れ
る
。

二
階
へ
の
階
段
の
手
摺
に
も
カ
l
プ
の
あ
る
さ
り
げ
な
い
彫

り
が
施
さ
れ
て
い
る
。

二
階
の
床
の
間
の
あ
る
和
室
は
完
全
に

-100-

伊達葉子・雅子さん姉妹
伊達シズ・葉子・雅子さん母娘

4
t
-
a
 

n
U
 



和
風
で
あ
る
が
、
階
段
を
上
り
き
っ
た
突
き
当
り
か
ら
外
の
ベ

ラ
ン
ダ
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

実
は
、
筆
者
が
育
っ
た
家
も
二
階
に
広
い
ベ
ラ
ン
ダ
が
つ
い

て
お
り
、
和
室
か
ら
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
建

売
と
思
わ
れ
る
住
宅
と
同
じ
し
つ
ら
え
の
家
は
、
私
の
知
る
限

り
今
も
一
軒
残
っ
て
お
り
(
会
誌
十
号
の
口
羽
竜
二
氏
撮
影
の

熱
田
邸
、
現
在
空
家
、
い
つ
壊
さ
れ
る
か
風
前
の
灯
で
す
)
、
昭

和
モ
ダ
ン
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。

盟
課
題
、
一
再
び
小
川
雅
子
さ
ん
の
お
話
に
戻
る
。
「
両
親
は
こ
の
家
が

ヴ
オ
|
リ
ズ
設
計
の
家
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
小
学
校

一
年
で
こ
の
家
に
住
ん
だ
と
き
は
新
築
の
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

庭
に
藤
棚
が
あ
り
、
今
で
・
恥
藤
の
花
を
み
る
と
、
あ
の
家
の
藤
棚
を
思
い

出
し
ま
す
。
」

昭
和
十
二
年
頃
に
新
築
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
・
・
・
。
現

在
も
存
続
し
て
い
る
一
粒
社
ヴ
オ
|
リ
ズ
建
築
事
翠
附
の
資
料
を
見
る
と
、

大
正
十
一
年
(
一
九
二
二
年
)
に
大
丸
百
貨
庖
大
阪
底
、
大
阪
笠
宮
に
始

ま
っ
て
、
昭
和
二
年
に
京
都
大
丸
、
昭
和
四
年
に
関
西
学
院
大
学
、
七
年

に
同
志
社
ア
l
モ
ス
ト
館
、
昭
和
八
年
に
神
戸
恵
子
院
と
京
阪
神
間
の
作

品
作
り
が
続
い
て
い
る
。
し
か
も
、
大
正
士
一
年
に
は

「
佳
毛
設
計
に
関

す
る
講
演
記
録
「
吾
家
の
霊
己
出
版
、
大
正
十
三
年
に
は
「
吾
家
の
設
備
」

二
.
電
線
・
電
柱
の
無
い
千
里
山
を

ま
ず
、
下
の
写
真
を
ご
ら
ん
下
さ
い
。
日
本
の
ど
こ
に
で
も

見
ら
れ
る
大
都
市
近
郊
の
町
な
み
?
そ
う
、
千
里
山
駅
か
ら
噴

水
に
向
か
っ
て
の
道
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
千
里
山
と
閉
じ
頃
、

同
様
に
イ
ギ
リ
ス
の
田
圏
整
巾
の
構
想
で
開
発
さ
れ
た
墓
尽
の

田
園
調
布
の
、
今
も
亭
々
と
し
た
銀
杏
並
木
の
あ
る
町
な
み
と

は
比
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

生
ま
れ
育
っ
た
千
里
山
を
離
れ
、
十
年
目
に
戻
っ
て
き
た
の

は
昭
和
五
十
一
年
の
秋
で
し
た
。
子
ど
も
の
頃
は
気
に
な
っ
た

記
憶
が
無
い
の
で
す
が
、
久
々
に
駅
前
に
立
っ
た
時

「
空
が
狭
い
!
」
と
感
じ
ま
し
た
。
昔
よ
り
建
物
が
高
く
な
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
空
を
覆
わ
ん
ば
か
り
の
掃
墨
と
骨
骨
線

の
た
め
で
し
た
。

以
来
、
こ
の
電
柱
・
電
繰
何
と
か
な
ら
な
い
の
か
と
、
自
ら

積
極
的
な
働
き
も
し
な
い
ま
ま
、
思
い
続
け
て
お
り
ま
し
た
。

会
誌
四
号
の
私
の
拙
文
の
な
か
に
も
吾
編
・
電
柱
の
無
い
緑

陰
濃
会
落
ち
着
い
た
街
に
な
る
よ
う
勤
め
ね
ば
」
と
記
し
て
お

り
ま
し
た
。

大
方
の
千
里
山
の
道
は
狭
い
の
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
時
帰
柱

が
道
幅
を
狭
め
、
電
信
締
が
空
を
汚
し
て
お
り
ま
す
。

出
版
と
住
宅
ル
多
く
手
が
け
た
鉢
留
米
も
残
し
て
い
る
。
ヴ
オ
l
リ
ズ
研
究

者
な
九
千
と

h
千
里
山
の
家
が
千
里
山
住
宅
開
発
直
後
の
注
文
建
饗
た

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
莞

口
羽
氏
が
会
誌
十
号
で
写
真
と
記
事
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
昭
和
モ

ダ
ン
の
住
宅
も
今
は
数
え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
の
写
真
の
中

に
は
な
か
っ
た
が
、
大
阪
歴
史
博
物
館
に
昭
和
初
期
の
応
接
間
と
し
て
ミ

ニ
チ
ュ
ア
事
正
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
お
宅
主
だ
健
在
で
あ
る
。
屋

内
の
部
屋
が
大
阪
府
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
岡
田
邸
も
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
お
宅
に
そ
れ
ぞ
れ
の
語
る
べ
き
歴
史
が
あ
り
冷
詰
が
あ
る
だ
ろ

う
。
単
な
る
「
懐
か
し
む
」
だ
け
で
は
な
い
、
社
ム
写
?
と
し
て
の
千
里
山
住

宅
の
何
ら
か
の
記
録
が
残
さ
れ
れ
ば
と
思
フ
。

参
考

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
レ
ル
・
ヴ
オ
l
リ
ズ
(
一
八
八
O
|
一
九
六
四
)
ア

メ
リ
カ
に
生
ま
れ
、
建
築
家
を
め
ざ
す
も
外
国
恒
道
主
。
し
、
盟
国
三

十
八
年
重
忠
欝
と
し
て
来
日
。

そ
の
伝
道
生
活
は
近
江
兄
弟
社
と
発
展
す
る
。
明
治
四
十
三
年
か
島
建
築

設
註
民
聖
は
じ
め
、
作
品
は
戦
前
だ
け
で
一
、
五
O
O
件
あ
ま
り
あ
え
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昨
年
、
千
里
山
ま
ち
づ
く
り
協
奏
耳
が
流
し
て
く
れ
た
情
報

の
中
で
、
吾
謀
の
な
い
街
づ
く
り
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い

う
N
P
O法
人
が
大
阪
で
立
ち
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
こ
れ
だ
と
感
じ
、
早
速
設
立
の
会
に
参
加
し
、
そ
の
後
の

何
度
か
の
研
修
会
で
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

帯
議
類
地
中
化
は
す
る
気
に
な
れ
ば
勿
論
可
時
欧
米
の
主

要
都
市
は
ほ
と
ん
ど
無
骨
霊
化
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
明
治

の
初
め
少
し
電
謀
埋
設
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
敗
戦
後
、
低
廉

供
給
で
き
る
の
で
架
空
供
給
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
近
は
日

本
で
も
新
し
い
住
宅
開
発
に
は
雷
謀
地
中
化
の
多
く
の
事
例
が

あ
る
。
ま
た
、
古
い
歴
史
的
な
町
並
み
も
電
謀
地
中
化
に
伴
う

広
告
・
看
板
の
撤
去
に
よ
り
、
景
観
が
よ
く
な
り
、
観
光
客
が

劇
的
に
増
え
た
(
伊
勢
市
・
芦
/
根
市
な
ど
)
。
景
観
の
整
備
の
た

め
に
、
現
在
は
さ
ま
ざ
ま
な
法
制
度
、
助
成
制
度
、
支
襲
用
も

あ
る
。
要
は
そ
の
地
の
住
民
、
自
治
体
に
や
る
気
が
あ
る
か
ど

う
か
と
言
う
こ
と
。
等
学
び
ま
し
た
。
掲
載
図
は
セ
ミ
ナ
ー
の

一
つ
で
示
さ
れ
た
も
の
の
一
端
で
す
。

図
表
は
全
て
N
P
O法
人
〔
電
編
の
な
い
街
づ
く
り
支
援
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
〕
理
事
井
上
利
一
氏
の
セ
ミ
ナ
ー
で
発
表
さ
れ
た

も
の
で
す
。
発
表
者
の
ご
了
解
を
得
て
こ
こ
に
パ
ワ
1
ポ
イ
ン

ト
で
使
わ
れ
た
も
の
の

一
部
を
載
せ
ま
す
。

く〉なぜ日本の電柱は無くならないか?

電力会社が電柱を無くそう!と思っていなし、から。

通信会社が電柱を無くそう!と思っていないから。

不動産会社が置柱を無くそう!と思っていないから。

地方行政が電柱を無くそう!と思っていなし、から。

国が憧柱を無くそう!と思っていないから。

日本人が電柱を無三そ宣!と思っていなし、から。
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く〉日本の電線事情と、その歴史

地中化

敗戦焼け野
原、安定・低
.供給第一

架空線

2007年

地中化

地中化

祭~供給
が練場

1945年~1800年代

ロンドン|世界ーの先進国、犯
目標対策にガス灯鮫置、

電灯と競争

地中化 0 ・|地中化地中化

ニューヨーク|南北戦争、エジソン |非常に危険と
嘗音相量発明、電線だ lいうことで爆
らけ、感電死者多数|位することに

祭空線(篠線)地中化 "

本|戸時代から明治時|州 I鰍覆
代へ |緩衝向上

1800年末

日
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ち
ょ
う
ど
、
千
里
山
駅
東
側
の
古
い
公
団
住
宅
建
て
替
え
に

併
せ
て
の
駅
東
側
地
域
整
備
の
話
し
合
い
が
吹
田
市
と
住
民
の

問
で
持
た
れ
て
お
り
(
会
誌
十
号
、
九
十
七
、
九
十
八
ペ
ー
ジ

参
照
)
、
そ
れ
が
済
め
ば
駅
西
側
の
整
備
の
燐
萎
も
巡
っ
て
く
る

と
か
で
、
当
然
駅
前
か
ら
第
一
噴
水
に
か
け
て
の
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ト
の
電
謀
類
地
中
化
の
予
定
も
あ
る
と
き
い
て
い
ま
し
た

が
、
実
際
は
何
故
か
話
が
な
か
な
か
進
ん
で
い
な
い
よ
う
で
す
。

も
っ
と
景
観
主
霧
類
地
中
化
の
基
雰
』
高
め
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
気
に
も
な
っ
て
い
な

い
人
も
お
り
、
誠
に
は
が
ゆ
い
こ
と
で
す
。

毎
日
入
る
新
聞
の
折
込
の
チ
ラ
シ
に
は
、
不
動
産
屋
が
〔
よ

き
環
境
の
千
里
山
〕
と
売
り
込
ん
で
お
り
ま
す
が
、
や
っ
て
く

れ
る
こ
と
は
環
境
破
壊
ば
か
り
。
皆
し
て
景
観
を
よ
く
す
る
こ

と
こ
そ
、
そ
の
地
域
の
価
値
を
あ
げ
、
住
み
た
い
ま
ち
づ
く
り

を
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
を
誰
も
が
持
っ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。
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