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市
は
、
提
案
を
受
け
て
、
都
市
づ
く

り
の
見
地
か
ら
検
討
を
加
え
、
あ
ら
た

め
て
地
区
住
民
の
賛
同
を
え
た
う
え
で

「
街
づ
く
り
プ
ラ
ン
」
と
し
て
決
定
し

ま
す
。

　

そ
の
後
、
「
街
づ
く
り
推
進
地
区
」

に
指
定
し
、
地
区
内
の
街
づ
く
り
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
そ
の
過
程
で
、
市
民
や
学
識

経
験
者
で
構
成
さ
れ
る
「
（
仮
称
）
街

づ
く
り
推
進
会
議
」
が
、
公
平
・
中
立

の
立
場
か
ら
街
づ
く
り
を
話
し
合
う
中

心
的
な
場
や
組
織
に
対
す
る
支
援
や

「
街
づ
く
り
プ
ラ
ン
案
」
の
内
容
な
ど

を
審
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

が
集
ま
っ
て
行
う
研
究
あ
る
い
は
実
践

活
動
で
あ
り
、
必
ず
し
も
特
定
の
地
区

の
合
意
を
必
要
と
し
な
い
活
動
」
と
定

義
づ
け
ら
れ
る
市
民
主
体
の
街
づ
く
り

活
動
で
す
。

　

町
田
市
内
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
緑
や

河
川
あ
る
い
は
景
観
と
い
っ
た
自
然
環

境
の
保
全
や
街
の
資
源
発
掘
の
活
動
、

福
祉
や
ご
み
減
量
の
課
題
と
い
っ
た
特

定
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
市
民
の
活
動
が

盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
型
の
街
づ
く
り

は
、将
来
に
お
い
て
は
、行
政
施
策
を
協

働
で
行
う
活
動
と
し
て
、
ま
た
よ
り
積

極
的
に
地
区
の
街
づ
く
り
を
市
民
相
互

に
支
援
し
あ
う
活
動
と
し
て
、
今
後
よ

り
一
層
発
展
が
望
ま
れ
る
活
動
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
を
積
極
的
に
位
置

づ
け
、
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
民
と
市
協
働
の
街
づ
く
り
を
推
進
し

て
い
き
ま
す
（
図
５
）。

〜
地
区
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
様
な
街
づ

く
り
活
動
の
推
進
〜

　

テ
ー
マ
型
街
づ
く
り
と
は
、
「
特
定

の
テ
ー
マ
に
関
し
て
賛
同
す
る
住
民
等

【
テ
ー
マ
型
街
づ
く
り
】
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