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名
古
屋
の
水
辺
と
ま
ち
づ
く
り 

 

秀
島 

栄
三 

 

  

１ 

水
が
豊
か
な
名
古
屋
・
水
辺
が
乏
し
い
名
古
屋 

 

濃
尾
平
野
は
、
木
曽
川
、
長
良
川
、
揖
斐
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
国
内
屈
指
の
面
積
を
持
つ
沖
積
平
野

で
あ
る
。
大
河
川
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
土
砂
が
堆
積
し
、
肥
沃
な
土
地
が
つ
く
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
こ
の
地

域
に
住
む
私
た
ち
の
生
活
そ
し
て
産
業
の
発
展
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
話
を
名
古
屋
市
内
に
限
る

と
、
実
は
水
辺
に
は
あ
ま
り
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
清
須
越
」
に
よ
っ
て
、
台
地
に
名
古
屋
城
と

城
下
町
を
構
え
た
た
め
で
あ
る
。
名
古
屋
の
都
心
部
に
あ
る
堀
川
、
新
堀
川
、
中
川
運
河
は
全
て
掘
っ
て
つ

く
ら
れ
た
。
名
古
屋
港
も
、
今
で
こ
そ
取
扱
貨
物
量
日
本
一
を
誇
る
が
、
も
と
も
と
地
形
的
条
件
に
恵
ま
れ

ず
、
遠
浅
の
海
を
埋
め
立
て
て
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
に
都
心
部
か
ら
遠
く
に
あ
る
印
象
を
与
え
る
。 
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名
古
屋
の
河
川
は
、
台
地
に
あ
っ
て
勾
配
が
な
く
、
水
の
移
動
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
に
水
質
が
よ
く
な

い
。
最
近
十
余
年
に
わ
た
っ
て
堀
川
一
〇
〇
〇
人
調
査
隊
な
ど
官
産
学
民
が
一
丸
と
な
っ
て
水
質
の
改
善
と

そ
の
啓
発
に
努
め
て
き
た
。
そ
の
成
果
が
見
え
始
め
た
昨
今
、
水
辺
を
よ
り
魅
力
あ
る
も
の
に
、
と
い
う
声

が
だ
い
ぶ
強
ま
っ
て
き
た
。
さ
さ
し
ま
ラ
イ
ブ
２
４
、
納
屋
橋
東
再
開
発
な
ど
、「
か
わ
づ
く
り
」
か
ら
「
ま

ち
づ
く
り
」
へ
の
広
が
り
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
堀
川
、
新
堀
川
、
中
川
運
河
は
、
い
ず
れ
も
物
流

を
目
的
と
し
た
人
工
河
川
・
運
河
で
あ
る
た
め
に
沿
岸
に
住
ま
う
人
が
も
と
も
と
少
な
い
。
以
下
で
は
、
そ

う
し
た
中
で
名
古
屋
の
「
か
わ
づ
く
り
～
ま
ち
づ
く
り
」
が
今
後
ど
れ
ほ
ど
ま
で
に
盛
り
上
が
っ
て
い
く
の

か
、
こ
の
地
域
や
他
地
域
の
事
例
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、
課
題
と
期
待
を
展
望
す
る
。 

 

２ 

名
古
屋
の
水
辺 

 

名
古
屋
都
心
部
の
貴
重
な
水
辺
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
堀
川
、
新
堀
川
、
中
川
運
河
が
あ
る
。
堀
川
は

一
六
一
〇
年
、
福
島
正
則
が
主
導
し
て
名
古
屋
城
開
府
と
同
時
に
開
削
が
進
め
ら
れ
た
。
名
古
屋
城
、
城
下

町
、
旧
東
海
道
の
熱
田
宿
に
近
い
宮
渡
し
を
結
び
、
木
曽
川
上
流
か
ら
伊
勢
湾
を
経
由
し
て
木
材
が
運
ば
れ

る
な
ど
し
た
。
上
流
は
黒
川
と
呼
ば
れ
、
庄
内
川
か
ら
僅
か
な
が
ら
水
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
新
堀
川
は
一
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九
一
〇
年
に
今
池
付
近
か
ら
矢
場
町
、
熱
田
に
か
け
て
旧
精
進
川
を
改
修
し
て
で
き
た
。
鶴
舞
公
園
は
、
新

堀
川
の
掘
削
で
出
た
土
砂
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
中
川
運
河
は
一
九
三
〇
年
に
竣
工
し
た
。
名
古
屋
港
と
旧

国
鉄
笹
島
駅
を
水
上
輸
送
で
繋
ぐ
目
的
で
つ
く
ら
れ
た
。
し
か
し
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
鉄
道
貨
物
の
衰

退
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
の
台
頭
と
と
も
に
船
舶
輸
送
は
ほ
ぼ
途
絶
え
た
。 

本
稿
で
は
詳
細
を
割
愛
す
る
が
、
名
古
屋
市
内
に
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
山
崎
川
、
矢
田
川
、
庄
内
川
、

天
白
川
、
荒
子
川
、
香
流
川
な
ど
の
自
然
河
川
も
あ
る
。
か
つ
て
は
た
め
池
も
多
く
あ
っ
た
が
次
第
に
埋
め

ら
れ
て
い
っ
た
。 

都
市
河
川
は
私
た
ち
に
開
放
的
で
快
適
な
空
間
を
提
供
す
る
が
、
一
般
的
に
水
そ
の
も
の
の
質
が
よ
く
な

い
。
悪
臭
と
ゴ
ミ
が
漂
い
、
大
量
の
魚
が
酸
素
不
足
で
浮
き
上
り
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
よ
っ
て
川
と
は
思
え

な
い
色
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。 

水
質
悪
化
に
は
様
々
な
原
因
、
背
景
が
あ
る
。
ま
ず
人
工
河
川
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
河
床
勾

配
が
殆
ど
な
く
満
潮
時
に
か
な
り
上
流
ま
で
海
水
が
遡
上
す
る
。
人
工
河
川
ゆ
え
に
水
源
に
も
乏
し
い
。
た

だ
、
人
工
河
川
が
原
因
と
い
う
な
ら
ば
最
初
か
ら
汚
い
は
ず
だ
が
、
昭
和
初
期
に
は
堀
川
で
は
子
供
た
ち
が

泳
い
で
い
た
。
流
入
す
る
海
水
の
水
質
が
悪
い
、
合
流
式
下
水
道
に
よ
り
降
雨
時
に
下
水
道
の
処
理
能
力
を

超
え
る
排
水
が
流
れ
込
む
、
雨
や
風
に
よ
り
地
上
か
ら
ご
み
や
塵
が
入
り
込
む
、
自
浄
能
力
と
浚
渫
が
追
い
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つ
か
ず
ヘ
ド
ロ
が
堆
積
し
、
貧
酸
素
塊
の
生
成
が
進
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
は
戦
後
初
期
に
は
現
れ
始
め
て
い
た
。
名
古
屋
市
長
を
務
め
た
杉
戸
清
氏
（
一
九
○
一

～
二
○
○
二
）
は
「
三
川
浄
化
計
画
」
を
打
ち
立
て
た
が
、
そ
の
後
の
政
策
変
更
や
財
政
難
に
よ
っ
て
完
了

に
到
っ
て
い
な
い
。
名
古
屋
市
役
所
は
具
体
的
に
自
然
河
川
や
地
下
水
か
ら
の
取
水
、
ヘ
ド
ロ
の
浚
渫
、
下

水
道
の
改
良
な
ど
を
手
が
け
て
き
た
が
、
微
生
物
や
死
魚
な
ど
の
有
機
物
の
堆
積
を
伴
う
サ
イ
ク
ル
は
、
水

質
悪
化
の
方
向
へ
と
辿
っ
て
い
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て
改
善
の
兆
し
も
見
え
て
き
た
が
、
季
節
お
よ
び
場
所

に
よ
っ
て
は
見
た
目
も
臭
気
も
厳
し
い
場
合
が
あ
る
。 

 

３ 

水
辺
と
地
域
社
会 

 

水
質
の
課
題
は
、
化
学
的
あ
る
い
は
生
物
学
的
な
問
題
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
汚
い
水
辺
か
ら
人
々
は
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
沿

岸
の
建
物
は
窓
を
閉
め
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
存
在
を
忘
れ
ら

れ
、
極
端
に
言
え
ば
ゴ
ミ
箱
同
然
の
扱
い
を
す
る
者
も
出
て
く

る
。
地
域
社
会
を
含
め
た
悪
循
環
の
問
題
構
造
が
あ
る
。 

 
 

水質改善はこれから 新堀川 
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普
通
の
人
は
汚
い
水
辺
で
船
に
乗
ろ
う
と
は
考
え
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
水
面
に
船
が
行
き
交
う
光
景

も
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
い
ま
名
古
屋
の
水
辺
で
は
、
水
上
交
通
復
活
の
機
運
が
あ
る
が
、
ど
れ
だ

け
の
人
々
が
乗
る
だ
ろ
う
か
。
自
動
車
や
電
車
の
速
さ
に
慣
れ
た
人
に
は
船
に
よ
る
移
動
は
退
屈
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
か
つ
て
重
た
い
物
は
船
で
運
ん
だ
。
東
京
と
大
阪
を
結
ぶ
東
海
道
は
、
熱
田
か
ら
桑
名
ま
で
は

航
路
だ
っ
た
。
当
た
り
前
に
船
が
あ
っ
た
時
代
と
今
の
間
に
は
生
活
文
化
上
の
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。 

私
た
ち
日
本
人
の
生
活
は
、
多
く
の
輸
入
品
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

身
の
回
り
に
あ
る
多
く
の
も
の
が
港
を
通
過
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
港
に
行
く
こ
と
は
滅
多
に
な

い
。
巨
大
な
コ
ン
テ
ナ
ク
レ
ー
ン
は
沖
合
い
に
あ
っ
て
見
に
行
く
こ
と
が
難
し
い
。
港
を
含
む
物
流
イ
ン
フ

ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
（
社
会
基
盤
）
は
私
た
ち
に
と
っ
て
な
い
と
困
る
、
あ
っ
て
当
た
り
前
、
け
れ
ど
よ
く
知

ら
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。 

そ
し
て
水
は
私
た
ち
に
恵
み
を
与
え
つ
つ
苦
難
を
も
与
え
る
。
一
九
五
九
年
、
伊
勢
湾
台
風
が
こ
の
地
域

を
襲
い
、
未
曾
有
の
水
害
を
経
験
し
た
。
以
来
、
堀
川
の
河
口
に
は
強
固
な
防
潮
水
門
が
備
わ
っ
て
い
る
。

名
古
屋
の
護
岸
は
お
し
な
べ
て
水
面
か
ら
高
い
。
こ
の
こ
と
も
人
々
が
水
か
ら
遠
ざ
か
る
一
因
と
な
っ
て
い

る
と
言
え
る
。 
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都
市
域
で
河
川
を
軽
視
す
る
こ
と
の
代
償
は
大
き
い
。
都
市
は

今
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
覆
い
尽
く
さ
れ
、
従
来
と

は
違
う
形
で
浸
水
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
ま
た
、
水
辺
は
貴

重
な
ア
メ
ニ
テ
ィ
空
間
と
な
る
。「
風
の
道
」
に
も
な
っ
て
お
り
、

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
を
抑
制
す
る
効
果
が
あ
る
。 

ま
ち
づ
く
り
に
話
題
を
移
そ
う
。
堀
川
の
沿
岸
に
那
古
野
と
い

う
地
区
が
あ
る
。
反
対
岸
の
丸
の
内
に
は
御
屋
敷
が
並
ん
で
い
た
。

那
古
野
に
は
商
人
が
住
み
、
堀
川
と
並
行
す
る
四
間
道
と
美
濃
路

に
は
蔵
が
並
び
、
直
行
す
る
円
頓
寺
商
店
街
に
は
庶
民
の
生
活
が

根
付
い
て
き
た
。
軍
需
工
場
が
多
か
っ
た
名
古
屋
市
は
第
二
次
世

界
大
戦
で
激
し
い
空
襲
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
那
古
野
の
一
帯
は
比

較
的
に
戦
災
を
免
れ
、「
清
須
越
」
以
来
四
百
年
の
歴
史
あ
る
町
並

み
景
観
を
残
し
て
い
る
。
蔵
に
納
め
ら
れ
て
い
た
米
、
塩
、
木
工

品
な
ど
は
こ
と
ご
と
く
堀
川
を
伝
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
馬
車
や
リ
ア
カ
ー
な
ど
で
市
内
に
運
ば
れ
た
。
し
か
し
、
鉄

 
 

            堀川と屋形船 
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道
や
自
動
車
の
台
頭
に
よ
り
物
流
の
形
態
は
激
変
し
た
。
蔵
、
商
売
が
営
ま
れ
て
い
た
古
民
家
な
ど
は
そ
の

利
用
価
値
を
失
い
、
歴
史
景
観
を
示
す
と
い
う
存
在
価
値
を
有
す
る
の
み
と
な
っ
た
。 

こ
う
し
た
構
築
物
を
残
し
た
い
、
残
す
べ
き
と
い
う
反
応
が
次
第
に
増
え
て
い
く
一
方
で
、
所
有
者
に
と

っ
て
は
必
ず
し
も
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
「
ま
ち
づ
く
り
」
で
生
じ
る
コ
ン
フ
リ

ク
ト
問
題
で
あ
る
。
構
築
物
を
残
す
た
め
に
公
的
な
お
金
を
投
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
納
税
者
と
し
て
市
民
も

間
接
的
に
当
事
者
と
な
る
。
行
政
は
当
事
者
で
は
な
い
。
当
事
者
の
間
に
入
っ
て
調
整
を
果
た
す
役
割
を
持

っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
市
民
不
在
の
地
域
社
会
で
は
歴
史
は
残
ら
な
い
。 

か
わ
づ
く
り
に
つ
い
て
も
同
様
と
言
え
る
。
水
辺
は
、
ま
ち
に
比
べ
る
と
護
岸
や
橋
梁
な
ど
公
共
物
が
多

い
の
で
行
政
の
関
与
が
よ
り
強
い
も
の
と
な
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
水
質
を
ど
う
す
る
か
、
水
辺
を
ど

の
よ
う
に
利
用
す
る
か
、
と
い
っ
た
政
策
や
事
業
に
つ
い
て
市
民
が
何
も
言
及
し
な
け
れ
ば
、
主
張
を
持
た

な
け
れ
ば
、
水
辺
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
。 

貴
重
な
都
市
の
水
辺
に
対
し
、
関
心
が
な
い
市
民
に
ど
の
よ
う
に
し
て
目
を
向
け
て
も
ら
い
行
動
に
移
し

て
も
ら
う
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
堀
川
、
新
堀
川
、
中
川
運
河
を
地
域
あ
る
い
は
自
ら
の
資
産
と

思
っ
て
も
ら
え
た
ら
、
よ
り
大
切
に
、
よ
り
上
手
に
使
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 
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４ 

官
産
学
民
が
連
携
し
た
か
わ
づ
く
り 

 

ま
ち
づ
く
り
の
好
事
例
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
わ
づ
く
り
に
つ
い
て
も
官
産
学
民
の
連
携
に
期
待

す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。 

公
的
な
水
辺
や
水
の
管
理
は
「
官
」
が
担
う
。
堀
川
・
新
堀
川
に
つ
い
て
は
名
古
屋
市
緑
政
土
木
局
が
河

川
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
。
中
川
運
河
は
名
古
屋
港
管
理
組
合
が
管
理
し
て
い
る
。
ま
た
，
名
古
屋
市
上
下

水
道
局
は
、
大
雨
時
に
河
川
や
運
河
に
流
入
す
る
下
水
を
管
理
し
、
下
水
道
の
改
善
を
進
め
て
い
る
。 

排
水
処
理
、
護
岸
整
備
に
は
、
水
処
理
関
連
会
社
や
建
設
会
社
な
ど
の
民
間
企
業
も
関
わ
っ
て
い
る
。
ま

た
社
会
貢
献
を
目
的
に
イ
ベ
ン
ト
を
後
援
す
る
形
で
企
業
が
関
与
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。 

大
学
研
究
者
も
土
木
工
学
、
建
築
学
、
生
態
学
、
化
学
な
ど
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
課
題
解
決
に
臨
ん
で

い
る
。
特
に
汚
濁
が
進
む
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
一
般
論
は
あ
っ
て
も
堀
川
、
新
堀
川
、
中
川
運
河
に
特
定

す
る
と
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
試
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
河
川
あ

る
い
は
水
循
環
と
い
う
も
の
に
は
自
然
的
要
素
が
多
く
含
ま
れ
る
た
め
一
般
の
工
業
製
品
の
よ
う
に
は
実

験
・
検
査
に
再
現
性
、
合
理
性
が
保
証
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
最
善
の
解
決
策
も
求
め
に
く
い
。
河
川
を
全

て
埋
め
し
ま
う
と
い
う
選
択
肢
で
も
採
ら
な
い
限
り
水
質
改
善
の
結
論
は
容
易
に
導
出
で
き
な
い
。
堀
川
に
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つ
い
て
は
諸
々
の
研
究
の
経
過
、
成
果
を
確
認
す
る
場
と
し
て
堀

川
・
市
民
が
つ
く
る
イ
ン
フ
ラ
研
究
会
、
堀
川
再
生
の
た
め
の
連

携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
二
○
○
六
、
堀
川
再
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
実
施
し

て
き
た
。 

い
く
つ
か
の
市
民
団
体
で
構
成
さ
れ
る
「
ク
リ
ー
ン
堀
川
」
が

主
催
す
る
「
堀
川
一
斉
大
そ
う
じ
」
は
長
く
続
い
て
い
る
取
り
組

み
で
あ
る
。「
堀
川
一
〇
〇
〇
人
調
査
隊
二
〇
一
〇
」
は
、
堀
川
の

水
質
改
善
を
目
的
と
し
た
木
曽
川
導
水
実
験
が
行
わ
れ
る
こ
と

を
受
け
、
広
い
参
加
を
得
て
改
善
効
果
を
観
測
・
検
証
す
る
試
み

で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
市
民
の
関
心
を
高
め
る
た
め
に
多
種

多
様
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
「
堀
川
一
〇
〇
〇
人
調

査
隊
二
〇
一
〇
」
は
団
体
で
は
な
い
。
た
く
さ
ん
の
活
動
団
体
を

束
ね
、
堀
川
の
水
質
を
明
ら
か
に
し
、
改
善
す
る
と
い
う
方
向
に

で
き
る
か
ぎ
り
統
一
さ
せ
る
動
き
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
官
産
学
民
の
各
セ
ク
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
の

 
 

           堀川エコロボットコンテスト 
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使
命
と
能
力
を
も
っ
て
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
た
だ
、
必
ず
し
も
お
互
い
が
相
手
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
「
学
」
は
学
術
的
知
見
、
客
観
的
判
断
に
係
る
示
唆
や
調
整
な
ど
に
お
い
て
専
門

家
と
言
え
る
が
、
産
官
民
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
専
門
家
で
あ
る
。
社
会
的
課
題
の
解
決
に
は
ロ
ー
カ
ル
ナ
レ

ッ
ジ
（
局
在
知
）
が
不
可
欠
だ
が
、
こ
れ
は
沿
岸
の
市
「
民
」
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
改
め
て
郷
土
史

家
と
の
連
携
も
大
事
で
あ
る
。「
官
」
は
法
制
度
や
予
算
の
専
門
家
で
あ
る
。
情
報
が
集
ま
っ
て
く
る
。「
産
」

は
市
場
や
経
営
に
係
る
セ
ン
ス
や
方
法
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
は
他
者
と
違
う
言
葉
や

思
考
法
を
使
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
連
携
」
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
か
ら
始
ま
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

５ 

名
古
屋
の
水
辺
の
活
性
化
に
向
け
て 

 

大
阪
は
橋
が
多
い
こ
と
か
ら
昔
か
ら
「
八
百
八
橋
」
と
言
う
。
最
近
は
「
水
都
大
阪
」
と
呼
び
、
新
た
な

シ
テ
ィ
プ
ラ
イ
ド
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
方
、
名
古
屋
市
が
昨
年
、
全
国
の
大
都
市
を
対
象
に
行

っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
名
古
屋
市
民
は
自
ら
の
都
市
が
最
も
魅
力
が
な
い
と
認
識
し
て
い
る
と
言
う
。
確
か

に
観
光
の
魅
力
に
欠
け
る
面
は
あ
る
が
、
住
み
や
す
さ
の
水
準
は
か
な
り
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
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日
々
の
生
活
が
豊
か
で
あ
る
が
ゆ
え
に
観
光
に
力
を
入
れ
る
方
向
に
向
か
わ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
四
〇

〇
年
に
わ
た
る
こ
の
地
域
の
文
化
的
な
豊
か
さ
、
自
動
車
産
業
を
中
心
と
す
る
「
も
の
づ
く
り
」
の
成
功
に

基
づ
く
繁
栄
の
も
と
、
そ
う
な
る
こ
と
も
致
し
方
な
い
。 

そ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
豊
か
さ
が
い
つ
ま
で
も
続
く
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
続
く
と
思
え

ば
何
も
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
世
に
「
不
変
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
歴
史
は
教
え
て
く
れ
て
い

る
。
い
ま
名
古
屋
の
水
辺
を
誇
り
に
思
う
こ
と
は
難
し
い
が
、
変
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
川
運
河
に
は

他
で
み
る
こ
と
の
な
い
巨
大
か
つ
直
線
的
な
水
辺
が
あ
る
。
堀
川
は
、
名
古
屋
城
と
同
じ
歴
史
を
歩
ん
で
き

た
。
新
堀
川
が
き
れ
い
に
な
れ
ば
船
や
Ｓ
Ｕ
Ｐ
で
ビ
ル
の
合
間
を
縫
う
よ
う
に
し
て
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
に
通

勤
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
街
で
行
わ
れ
て
い
る
水
や
水
辺
と
の
自
然
な
関
わ
り
合
い
が
、
こ
こ
名

古
屋
で
も
で
き
る
よ
う
期
待
し
て
い
る
。 
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Collaborative Developments of Land and Water 

Areas in Nagoya 

 

In the recent ten years, the water quality of rivers and canals in 

Nagoya city has been gradually improved, although it had been 

known for poor quality due to several reasons. Many citizens have 

devoted themselves to the purification and the advocacy. As a result, 

the quality became better, hence the attractiveness in land area 

around the water bank increased. A few land development projects 

are really in progress. It is difficult for the areas to bring forth newer 

attractiveness since the rivers and canals were originally created for 

heavy-weight logistics. This article provides an overview on the 

issues and discusses the possibility of the development in these areas. 

It is important for each relevant agent to realize the difference of 

concern, capability and other factors. Efficient communication 

among the agents will help to develop these areas successfully. 
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