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クリエイティブクリエイティブなな場所場所でで
感性感性がが出会出会うう街街へへ

明治大学理工学部建築学科教授
博士（学術）
関係行政機関や民間企業、ＮＰＯ
等と連携し、安全・安心（防災・防
犯）、アート、建築・都市再生等、
幅広い視野から都市計画に関する
研究を進めている
著書・共著に「災害と命を守る『逃
げ地図』づくり」（ぎょうせい）
他多数

山本 俊哉  やまもと としや

明治8年創業、138年の歴史を持
つ老舗書店の「髙山本店」4代目
店主／生まれも育ちも神保町の生
粋の神田っ子

千代田区商店街連合会会長
南神実業会会長

髙山 　肇  たかやま はじめ

1957年創業、60年以上の歴史を
持つスポーツショップ「V3カドヤ」
を営む有限会社ヴイスリー角谷代
表／スポーツとB級グルメをこよ
なく愛する地域リーダー
神田スポーツ店連絡協議会会長
神田カレーグランプリ発起人
神田雪だるまフェア実行委員
小川町北三町会　防犯部長
まえだれ会　会長

角谷 幹夫  かどや みきお

明治35年初代店主が創設し、そ
の後洋書専門店に発展した本の街
神保町の老舗「北沢書店」の二女。
地域で、人と人が集い触れ合う書
店を創りたいと考え「北沢書店」
の一階で子供の本専門店「ブック
ハウスカフェ」を展開し、時代の
ニーズに応えながら新しい書店の
形を提案している

今本 義子  いまもと よしこ

２
０
２
１
年
の
新
春
と
い
う
こ
と
で
、
昨

年
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の
こ
と
や
、
こ
れ
か
ら

の
商
店
街
に
つ
い
て
、
お
話
し
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

山
本　
皆
様
、
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

一
同　
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

山
本　
昨
年
２
０
２
０
年
は
、
本
当
に
大

変
な
年
で
し
た
、
皆
様
の
神
田
神
保
町
の

商
店
街
も
例
外
で
は
な
く
、
大
変
な
１
年

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
神
田
ス
ポ
ー
ツ
店

連
絡
協
議
会
会
長
で
、
ス
ポ
ー
ツ
用
品
店

「
Ⅴ
３
カ
ド
ヤ
」
を
営
む
角
谷
さ
ん
は
い

か
が
で
し
た
か
？

角
谷　
そ
う
で
す
ね
、
昨
年
は
、
毎
年
開

催
し
て
い
る
、
商
店
街
主
催
の
イ
ベ
ン
ト

の
殆
ど
が
開
催
で
き
な
く
て
、
本
当
に
寂

し
か
っ
た
で
す
。
例
年
な
ら
ば
、
１
月
は

「
神
田
小
川
町
雪
だ
る
ま
フ
ェ
ア
」
が
開

催
さ
れ
て
、
大
賑
わ
い
の
時
期
だ
っ
た
の

で
す
が
、
今
年
は
開
催
で
き
な
く
て
本
当

に
残
念
で
す
。

山
本　
こ
ど
も
向
け
本
の
専
門
店
「
ブ
ッ

ク
ハ
ウ
ス
カ
フ
ェ
」
を
経
営
さ
れ
て
い
る

今
本
さ
ん
は
、
ど
ん
な
２
０
２
０
年
で
し

た
か
？

今
本　
年
齢
層
の
高
い
神
保
町
で
、
新
刊

の
こ
ど
も
の
本
専
門
店
を
３
年
半
前
に
始

め
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト
書
店
と
は
違
う
専
門

店
の
魅
力
を
出
し
た
い
と
、
一
歩
一
歩
、

新春対談offline神保町  
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丁
寧
な
接
客
や
店
舗
イ
ベ
ン
ト
を
積
み
重

ね
て
き
て
、
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
っ
て
き

た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
コ
ロ
ナ
騒
ぎ
に
な
っ
て

大
打
撃
で
し
た
。
で
も
、
コ
ロ
ナ
に
負
け

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

山
本　
南
神
実
業
会
会
長
で
、
老
舗
古
書

店
を
経
営
さ
れ
て
い
る
「
髙
山
本
店
」
の

店
主
、
髙
山
さ
ん
は
い
か
が
で
し
た
か
？　

髙
山　

そ
う
で
す
ね
、
昨
年
は
、「
神
田

古
本
ま
つ
り
」「
神
保
町
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
も
開
催
が
な
く
な
っ
て
、
暇

に
な
る
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ

事
業
だ
と
か
、
千
代
田
区
補
助
金
の
話
で

あ
る
と
か
、
商
店
街
の
皆
さ
ん
と
話
し
合

い
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
で
て

き
て
、
逆
に
商
店
街
の
結
束
が
固
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。

商
店
街
が
つ
く
る
街
の
魅
力

山
本　
神
田
神
保
町
が
関
係
す
る
都
市
計

画
の
歴
史
の
ひ
と
つ
に
は
、
１
９
７
２
年

ご
ろ
靖
国
通
り
の
上
を
高
架
道
路
が
通
る

計
画
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

一
同　
あ
っ
た
、
あ
っ
た
。

山
本　
そ
の
高
架
道
路
計
画
は
頓
挫
し
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
当
時
か
ら
商
店
街

の
皆
さ
ん
の
中
に
は
、「
商
店
街
は
、
歩

い
て
楽
し
め
る
こ
と
が
大
切
」
と
い
う
意

見
を
も
っ
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
経
過
し
て
、
現

在
の
世
界
の
都
市
は
、
車
中
心
の
都
市
か

ら
、
街
を
歩
く
こ
と
に
着
目
し
た
、「
ウ

ォ
ー
カ
ブ
ル
シ
テ
ィ
（
※
１
）」
と
い
う
考
え

方
が
潮
流
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
さ

し
く
、
商
店
街
の
生
き
残
り
は
、
そ
う
い

っ
た
「
歩
い
て
楽
し
め
る
、
ウ
ォ
ー
カ
ブ

ル
シ
テ
ィ
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
中
心

に
置
い
た
都
市
計
画
に
か
か
っ
て
き
て
い

る
と
思
う
の
で
す
ね
。
丁
度
、
千
代
田
区

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
※
２
）
を
改
訂

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、商
店
街
と
し
て
は
、

ど
ん
な
思
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

髙
山  

明
治
10
年
代
に
始
ま
っ
た
神
田
古

書
店
街
の 

最
初
の
大
き
な
災
害
と
い
え

ば
、
１
９
２
３
年
（
大
正
12
年
）
の
関
東

大
震
災
で
す
ね
。
関
東
大
震
災
で
古
書
店

も
大
学
も
焼
失
し
て
、
そ
こ
か
ら
復
興
し

た
の
で
す
が
、
関
東
大
震
災
か
ら
60
年
た

っ
た
１
９
８
０
年
代
頃
に
建
て
替
え
を
し

て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
40
年
く
ら
い
経
っ
た

今
、
建
て
替
え
更
新
を
し
て
い
か
な
き
ゃ

な
ら
な
い
時
期
に
き
て
い
る
の
で
す
。

山
本　
街
も
変
化
の
時
期
な
の
で
す
ね
。

髙
山　
建
て
替
え
と
言
っ
て
も
、
現
在
の

神
保
町
に
多
い
20
坪
と
か
30
坪
の
小
さ
い

ビ
ル
を
そ
の
ま
ま
建
て
替
え
る
の
は
難
し

い
。
ど
う
し
て
も
共
同
建
て
替
え
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、

※
１

W
alkable C

ity

ウ
ォ
ー
カ
ブ
ル
シ
テ
ィ

　

歩
き
や
す
い
街
、
歩
い
て
行
け
る
街

の
意
味
で
、
近
年
提
唱
さ
れ
て
い
る
街

づ
く
り
の
概
念
の
一
つ
。
公
共
交
通
の

充
実
と
、
街
の
賑
わ
い
の
創
造
が
ウ
ォ

ー
カ
ブ
ル
シ
テ
ィ
の
実
現
ポ
イ
ン
ト
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
２

ち
よ
だ
く
と
し
け
い
か
く
ま
す
た
ー
ぷ
ら
ん

千
代
田
区
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン

　

千
代
田
区
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
は
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
き
〝
こ
ん

な
ま
ち
に
し
た
い
〟
と
い
う
区
民
の
想

い
を
具
体
的
に
描
き
、
住
民
・
企
業
・

行
政
の
協
力
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
の
指
針
と
し
て
策
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

ヨーロッパのウォーカブルシティのイメージ

近
隣
の
ビ
ル
と
の
共
同
建
て
替
え
か
、
再

開
発
の
よ
う
な
大
規
模
建
て
替
え
を
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
う
な
る
と
、

１
階
を
商
店
に
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が

な
い
の
で
す
。

山
本　
そ
う
な
る
と
、
オ
フ
ィ
ス
や
住
宅

ば
か
り
に
な
っ
て
、
商
店
が
少
な
く
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

髙
山　
や
っ
ぱ
り
、
街
の
魅
力
は
、
商
店

や
商
店
街
の
魅
力
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

　
Ｔ
Ｖ
で
も
雑
誌
で
も
口
コ
ミ
で
も
、
注

目
さ
れ
る
の
は
、
美
味
し
い
飲
食
店
や
、

話
題
の
お
店
で
す
か
ら
、
街
に
は
商
店
は

必
要
で
す
し
、
神
保
町
に
は
古
書
店
や
喫

茶
店
や
商
店
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
し
、

従
前
か
ら
あ
る
良
い
お
店
が
残
っ
て
ほ
し

い
の
で
す
け
ど
、
大
規
模
建
て
替
え
を
す

る
と
、
な
か
な
か
元
の
場
所
に
は
も
ど
れ

な
い
。
も
し
建
て
替
え
を
し
た
場
合
、
最

近
の
相
場
だ
と
靖
国
通
り
の
路
面
店
の
坪

単
価
が
４
万
円
か
ら
５
万
円
だ
と
し
て
、

20
坪
の
店
舗
で
80
万
円
以
上
す
る
賃
料
を

支
払
え
る
か
っ
て
い
う
と
、
従
前
か
ら
開

い
て
い
る
お
店
は
払
え
な
い
よ
ね
。

今
本　
収
益
性
の
高
い
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に

建
て
替
え
る
に
し
て
も
、
一
階
は
な
る
べ

く
店
舗
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。
路
面
店
は

街
の
顔
な
の
で
。

角
谷　
都
心
の
街
に
は
、
ビ
ル
ば
か
り
で

個
性
的
な
店
舗
が
な
く
て
、
非
常
に
さ
み

し
い
雰
囲
気
の
街
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
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※
３

と
う
き
ょ
う
ぶ
ん
か
し
げ
ん
か
い
ぎ

東
京
文
化
資
源
会
議

　

上
野
寛
永
寺
か
ら
旧
江
戸
城
に
至
る

東
京
都
心
北
部
一
帯
（
上
野
、
本
郷
、

谷
根
千
、
神
保
町
、
秋
葉
原
、
神
田
、

根
岸
、
等
）
に
は
、
近
世
・
近
代
・
現

代
と
、
時
代
を
ま
た
ぐ
文
化
資
源
が
集

積
し
て
い
ま
す
。
こ
の
特
色
の
あ
る
文

化
を
保
有
す
る
地
域
を
中
核
と
し
て
育

ま
れ
て
き
た
、
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
あ
わ

せ
た
様
々
な
文
化
資
源
を
活
か
し
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、

２
０
２
０
年
以
降
の
新
た
な
東
京
を
つ

く
っ
て
い
こ
う
と
活
動
し
て
い
ま
す
。

https://tcha.jp/

東
京
文
化
資
源
会
議
Ｈ
Ｐ

※
４

と
う
き
ょ
う
と
ち
ゅ
う
し
ゃ
じ
ょ
う
じ
ょ
う
れ
い

東
京
都
駐
車
場
条
例

　

大
規
模
な
建
築
物
の
駐
車
場
を
設
置

し
な
く
て
は
い
け
な
い
東
京
都
駐
車
場

条
例
の
対
象
建
築
物
の
対
象
建
築
物
に

は
、「
特
定
用
途
の
部
分
の
床
面
積
及

び
非
特
定
用
途
の
部
分
の
床
面
積
の
３

／
４
の
合
計
が
１
５
０
０
㎡
を
超
え
る

も
の
。」
と
い
う
規
程
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
大
規
模
建
て
替
え
を
し

た
場
合
に
、
駐
車
場
附
置
義
務
が
発
生

し
、
１
階
部
分
に
駐
車
場
の
入
り
口
が

作
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

や
は
り
、
街
を
寂
し
い
雰
囲
気
に
は
し
た

く
な
い
な
と
思
っ
て
い
て
。
再
開
発
を
す

る
に
し
て
も
、ビ
ル
ば
か
り
で
は
な
く
て
、

も
っ
と
広
い
公
園
み
た
い
な
歩
道
と
か
を

考
え
た
ら
な
あ
と
思
う
の
で
す
ね
。
例
え

ば
、
駿
河
台
下
の
靖
国
通
り
沿
い
の
歩
道

を
広
げ
て
、
小
川
広
場
と
一
体
化
し
て
そ

の
中
に
商
店
も
あ
れ
ば
遊
び
場
も
あ
る
よ

う
な
再
開
発
と
か
。

山
本　
た
し
か
に
、
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
は
歩
道
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
っ
て
、

タ
イ
ム
ズ
ス
ク
エ
ア
も
道
路
を
広
場
に
し

て
、
歩
い
て
楽
し
む
と
か
、
屋
外
の
カ
フ

ェ
テ
ラ
ス
で
食
事
を
楽
し
む
と
か
、
そ
う

い
っ
た
風
景
の
あ
る
街
づ
く
り
を
し
て
い

ま
す
ね
。

今
本　
神
保
町
も
、
こ
の
個
性
的
な
本
の

街
の
風
景
が
長
く
続
い
て
い
っ
た
ら
い
い

な
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
経
営
し
て
い
く

側
に
な
っ
て
み
て
、
お
店
を
続
け
て
い
く

と
い
う
こ
と
は
、
大
変
な
こ
と
だ
と
改
め

て
わ
か
り
ま
し
た
。
続
け
て
い
く
た
め
に

は
、
情
熱
だ
け
で
は
だ
め
で
、
ち
ゃ
ん
と

黒
字
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
が
な

か
な
か
難
し
い
。
商
店
街
と
い
う
の
は
、

街
の
魅
力
を
作
り
出
す
大
切
な
役
割
も
あ

る
の
で
、
行
政
と
の
連
携
や
手
助
け
が
あ

っ
た
ら
、
継
続
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
家
賃
の
高

い
１
階
や
２
階
の
店
舗
に
対
す
る
補
助
や

応
援
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

山
本　
例
え
ば
、
東
京
を
歴
史
的
な
文
化

資
源
を
も
っ
と
街
づ
く
り
に
活
か
す
こ
と

を
目
的
と
し
た
、
東
京
文
化
資
源
会
議
（
※

３
）
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
京
を
魅
力

的
な
都
市
に
す
る
た
め
に
文
化
の
視
点
か

ら
街
と
し
て
の
新
た
な
可
能
性
を
追
求
し

た
活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。
神
田
神
保
町

は
ま
さ
し
く
文
化
の
香
り
の
す
る
街
を
保

有
し
て
い
る
地
域
で
す
よ
ね
。

髙
山　
街
そ
の
も
の
が
文
化
の
発
信
地
だ

と
す
れ
ば
、
千
代
田
区
の
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
の
こ
の
時
期
に
ね
、
こ
れ
か

ら
50
年
先
、
１
０
０
年
先
に
向
け
て
ね
、

街
に
ど
ん
な
ニ
ー
ズ
が
あ
る
の
か
、
千
代

田
区
が
ど
う
い
う
街
を
つ
く
り
た
い
か
っ

て
い
う
話
を
議
論
し
て
い
か
な
き
ゃ
な
っ

て
思
う
の
で
す
よ
。
た
だ
、
住
宅
や
オ
フ

ィ
ス
だ
け
が
あ
る
街
は
魅
力
が
何
も
な
く

な
っ
ち
ゃ
う
。

駐
車
場
と
街
の
関
係
性

髙
山　
あ
と
駐
車
場
の
問
題
で
す
。

今
本　
駐
車
場
の
付
置
義
務
が
建
て
替
え

を
難
し
く
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

山
本　
東
京
都
の
駐
車
場
条
例
（
※
４
）
の
問

題
で
す
よ
ね
。
床
面
積
の
４
分
の
３
の
合

計
が
１
５
０
０
㎡
を
超
え
る
ビ
ル
、大
体
、

建
坪
が
70
坪
で
も
８
階
建
て
と
か
９
階
建

て
く
ら
い
だ
と
駐
車
場
を
設
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
よ
ね
。

髙
山　
商
店
街
の
１
階
部
分
に
、
５
ｍ
く

ら
い
の
幅
の
駐
車
場
の
入
り
口
が
あ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
本
当
に
も
っ
た

い
な
い
。

山
本　
神
保
町
の
ビ
ル
に
駐
車
場
を
設
置

し
て
、
ど
の
く
ら
い
稼
動
し
て
い
る
か
を

学
生
た
ち
が
調
査
し
た
の
で
す
が
、
60

％
し
か
使
わ
れ
て
な
い
と
い
う
結
果
で
し

た
。

角
谷　
バ
ブ
ル
の
頃
は
、
駐
車
場
が
足
り

な
く
て
、
小
川
広
場
に
駐
車
場
を
作
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
陳
情
を
出
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
そ
う
い
う
声
は

聞
か
れ
ま
せ
ん
ね
。

髙
山　
こ
の
あ
た
り
は
地
下
鉄
や
Ｊ
Ｒ
も

あ
る
の
で
ね
、
車
で
来
る
人
は
少
な
い
か

ら
、
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
で
駐
車
場
の
附
置

義
務
は
外
し
て
も
ら
い
た
い
な
っ
て
思
っ

て
い
ま
す
。

今
本　
そ
う
で
す
よ
ね
、個
性
的
な
街
は
、

ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
で
守
っ
て
、
創
っ
て
い

か
な
い
と
。
必
要
な
い
駐
車
場
も
そ
う
で

す
し
、
街
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
る
店
舗

を
守
る
よ
う
に
し
な
い
と
、
油
断
す
る
と

コ
ン
ビ
ニ
や
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
だ
ら
け
の

街
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
経
済
原
則
だ

け
で
街
を
つ
く
る
と
、
ど
こ
も
同
じ
よ
う

な
街
に
な
っ
て
し
ま
う
。

髙
山　
そ
れ
か
ら
ね
、
こ
れ
か
ら
オ
リ
パ

ラ
の
問
題
も
含
め
て
ね
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
商
店
街
へ
と
変
化
し
な
く
て
は
い
け
な
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ブックハウスカフェで対談　左から山本、角谷、今本、髙山
※対談はマスク着用で行なっていただきました。

い
の
で
す
け
ど
ね
、
車
椅
子
を
利
用
し

て
い
る
人
も
、
安
心
し
て
来
る
こ
と
が

で
き
る
商
店
街
を
創
る
っ
て
こ
と
は
考

え
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、「
だ
れ
で
も

ト
イ
レ
」の
場
所
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
て
、

神
保
町
の
街
に
来
た
時
に
、
安
心
し
て

街
を
楽
し
め
る
よ
う
に
す
る
と
か
ね
。

五
感
で
感
じ
ら
れ
る

商
店
街
づ
く
り

山
本　
コ
ロ
ナ
禍
で
仕
事
の
方
法
な
ど
に

変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
？

髙
山　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
古
書
を
買
え

る
よ
う
な
仕
組
み
を
充
実
さ
せ
た
こ
と
で

す
か
ね
、
１
２
４
件
の
古
書
店
に
高
精
細

な
カ
メ
ラ
が
入
っ
て
、
本
の
質
感
ま
で
わ

か
る
よ
う
な
形
で
紹
介
す
る
と
か
新
し
い

取
り
組
み
を
ね
。
も
と
も
と
古
書
は
、
海

外
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
も
多
か
っ
た
の

で
、
英
語
と
中
国
語
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
も

い
れ
て
、
国
外
か
ら
の
注
文
を
加
速
す
る

と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
取
り
組
ん
だ

り
し
て
い
ま
し
た
。

今
本　
い
ま
、
何
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
便
利
に
手
に
入
る
時
代
で
す
が
、
絵
本

く
ら
い
は
子
ど
も
た
ち
が
手
に
取
っ
て
選

べ
る
専
門
店
が
必
要
だ
と
い
う
強
い
気
持

ち
で
経
営
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

毎
日
の
よ
う
に
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
人

が
集
ま
っ
て
楽
し
む
場
所
づ
く
り
を
心
が

け
て
、
手
渡
し
で
本
を
売
る
こ
と
に
こ
だ

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
自
粛
期
間

の
１
ヶ
月
お
休
み
を
し
て
い
る
間
に
、
さ

す
が
に
重
い
腰
を
あ
げ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン

シ
ョ
ッ
プ
や
ネ
ッ
ト
決
済
を
導
入
し
ま
し

た
。
コ
ロ
ナ
が
な
け
れ
ば
ト
ラ
イ
し
な
か

っ
た
こ
と
に
取
り
組
め
た
と
思
い
ま
す
。

山
本　
コ
ロ
ナ
禍
で
逆
に
オ
ン
ラ
イ
ン
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
拡
充
す
る
な
ど
、
模
索
さ

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
今
後
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
？

角
谷　
今
で
す
と
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
で
皆
さ
ん
お
買
い
物
を
さ
れ
る
の
で
、

ス
ポ
ー
ツ
業
界
で
す
と
、
ス
キ
ー
の
板
と

か
は
ど
こ
で
買
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
の
で

す
け
ど
、
靴
の
よ
う
に
履
く
も
の
に
関
し

て
は
、合
う
も
の
を
探
し
た
い
で
す
よ
ね
、

だ
か
ら
店
舗
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ

れ
と
、
年
齢
層
が
上
が
っ
て
く
る
と
、
た

だ
安
い
モ
ノ
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
、
話

を
し
な
が
ら
買
い
物
を
楽
し
む
と
か
、
そ

う
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
実
店
舗

っ
て
、
一
つ
の
街
の
中
の
居
場
所
な
の
だ

と
思
う
の
で
す
よ
ね
。

今
本　
商
店
街
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

場
所
で
も
あ
る
し
、
や
は
り
人
は
人
に
会

い
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
変
わ
ら
ず

に
、
そ
こ
に
あ
る
店
舗
っ
て
、
嬉
し
い
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

髙
山　
や
っ
ぱ
り
、
人
間
っ
て
、
い
ろ
い

ろ
な
場
所
に
行
き
た
い
、
知
り
た
い
、
新

し
い
も
の
を
見
た
い
と
か
、
人
の
根
源
的

な
欲
求
が
あ
る
の
で
す
よ
ね

今
本　
そ
う
で
す
よ
ね
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
か
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
発
達
し
て
も
、
人
は
リ
ア
ル

に
人
に
会
う
こ
と
や
、
実
店
舗
の
楽
し
さ

を
求
め
て
い
る
し
、
残
っ
て
ほ
し
い
と
思

っ
て
下
さ
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
お

店
が
閉
店
す
る
と
、
特
に
利
用
し
て
い
た

わ
け
で
も
な
い
の
に
寂
し
く
思
っ
た
り
し

ま
す
よ
ね
。
う
ち
の
書
店
で
は
、
自
粛
期

間
中
に
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
を
立
ち
上
げ
て

応
援
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り

が
た
い
こ
と
に
８
０
０
人
く
ら
い
の
お
客

様
か
ら
応
援
と
温
か
い
励
ま
し
の
声
を
頂

き
ま
し
た
。「
ブ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
カ
フ
ェ
は

必
要
な
場
所
で
す
。
い
つ
の
間
に
か
閉
店

し
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
も
あ
り
、
本
当
に
励
ま
さ
れ

ま
し
た
し
、
責
任
も
感
じ
ま
し
た
。

髙
山　
や
っ
ぱ
り
、
商
店
街
に
行
っ
て
人

に
会
う
っ
て
こ
と
は
必
要
で
す
ね
。　

今
本　
商
店
街
な
の
だ
け
ど
、
劇
場
み
た

い
に
、
楽
し
め
る
よ
う
な
空
間
だ
と
か
、

一
体
感
を
感
じ
ら
れ
る
、
そ
ん
な
お
店
つ

く
り
や
商
店
街
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

山
本　
街
の
魅
力
を
五
感
で
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
商
店
街
の
価
値
を
高
め
て
い
く
こ

と
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
ま
す
ね
。
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千代田区商店街振興組合連合会代表理事の秋山さん

と、専修大学商学部長の渡辺教授に、新春対談をし

ていただきました。お二人には、商店街の立場から

見た街づくりと、大学や学生の立場から見た街づく

りのこれまでとこれからについて語っていただきま

した。

商店街連合会と商店街振興組合

秋山　新年早々ですけどね、いろいろ話をしておき
たいことがありまして、商店街連合会と商店街振興

組合連合会って、なぜ 2つあるのだろうという話で

す。

渡辺　いわゆる区商連と区振連ですね。
秋山　そもそも、商店街振興組合っていうのは、商
店街振興組合法に則って運営している法人なので

す。

渡辺　「商店街振興組合法」は 1962 年に施行された
商店街支援政策の原点のような法律ですね。

秋山　ずいぶん前ですが、商店街の代表が東京都に
対して、「商店街関連の予算を確保してくれないか」

と要望を出したら、東京都からは「任意の団体には

予算を出すことができません、振興組合法に則った

法人をつくれば、商店街予算を出します」という返

事が来て、商店街に予算がおりてくるということな

のです。

渡辺　法人化することで、東京都などの予算を利用
して、商店街の活動や設備投資がやりやすくなるわ

けですね。

秋山　振興組合になると、消費税等も払って、納税
して、決算書を関係機関に提出し、一般の法人とお

なじような形で運営されるわけです。その他には、

理事会議事録や決算書も公開し、決算内容に関して

東京都商店街振興組合連合会　副理事長
千代田区商店街振興組合連合会　代表理事
千代田区商店街連合会　副会長
神田駅西口商店街振興組合　理事長

神田駅前徒歩1分に「神田の傘や」があります。1970（昭和45）年
に傘の販売を開始、アンブレラ・マスターの有資格者です。

神田駅西口商店街振興組合は地域の安全安心街づくりのために夜
間パトロールをつづけていました。そして平成20年、「警視庁生活
安全部長賞」や東京都が主催する「商店街グランプリ」の活性化部
門に「安全、安心、街作り」でエントリー、優秀賞を受賞しました。 
環境問題にも精力的に取り組み（一社）千代田エコシステム推進協
議会副理事長として活動しています。

秋山 利昭  あきやま としあき

専修大学　商学部長　教授　博士（商学）

専 攻 分 野： 流通論・流通政策論
研究テーマ： まちづくりと地域商業・食品ロス削減など
　　　　　   サステナブル・フードチェーンの構築

専修大学渡辺達朗ゼミナールでは、「地域と食のマーケティング」
をテーマに、東京都千代田区の靖国通り商店街連合会、神田古書
店連盟などとコラボレーションしながら活動しています。

『流通政策入門－市場・政府・社会［第4版］』中央経済社、『小売業
起点のまちづくり』有斐閣　他多数

渡辺 達朗  わたなべ たつろう

2021

1街を か た ち 創る新春対談
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は 10 年間の開示義務があるわけです。

渡辺　振興組合は、商店街の活動や決算などの情報
が公開されていて、会員や地域のためにどのような

活動をしているかが一目瞭然になっているわけです

ね。こうした情報公開は重要ですよね。

秋山　任意の団体が振興組合になる条件は、30 軒
が近接して商店が集まっていなくちゃならない。次

に、その地域の 3分の 2以上が組合員になること、

さらに組合員の半分以上が小売業かサービス業であ

ることです。

渡辺　任意の商店街が振興組合になるメリットって
いうのはどんなものがあるのですか？

秋山　現実には東京都の商店街向け予算の使い方
も、商店街振興組合におりた予算を任意の商店街に

分配して使っているっていう形になっています。

渡辺　ということは、商店街振興組合になったほう
が、直接予算の申請ができるのですね。

秋山　そうそう、だから、商店街振興組合になった
ほうがいいのですよ。

生活環境条例と商店街

渡辺　振興組合の活動の一つには、地域の安心安全
を確保して、暮らしやすい街をつくるってことだと

思うのですが、そのあたりのお話しを聞きたいです。

秋山　それはね、バブルの頃（1986 ～ 1991 年）は、
千代田区番町、麹町のあたりは、大きなお屋敷がず

っと続きであって、庭にプールがある家もあるよう

な。それが、30 年経った今、大きなお屋敷はほと

んど無くなって、高層ビルばかりが目立つようにな

りましたね。

渡辺　麹町、番町の台地の辺りは、もともと江戸時
代までは大名や旗本の武家屋敷街で、バブルの前ま

で大きな邸宅が残っていましたよね。

秋山　下町って言われる神田の方でも、その当時に、
高層ビルがたくさん建設され、当時、神田界隈は大

きな会社がたくさんあって、キッコーマンの東京本

社、清水建設の寮、東京電機大学、博報堂、大林組

の東京支店があって、小さいビルにもたくさんの部

署が入っていて、日立の関連の会社も沢山の数がビ

ルのテナントに入っていました。

渡辺　前の博報堂ビルは、今はテラススクエアにな
って古いビルが一部分残されていますね。

秋山　バブルが崩壊したころからかな、まず日立関
連の会社が移転し、そうしたら、その後、他の会社

もどんどん移転して、神田のビルが軒並み空室にな

っちゃったわけです。

渡辺　ああ、そうだったのですか。　　
秋山　人通りが極端に減っちゃった通りもあり、1
日 5～ 6万人くらい通っていた通りでも半分くらい

になったところもあります。

渡辺　昼間の人口が激減したのですね。
秋山　空室が増えて新しく入居するテナントが無い
となると、どうしても商店街にとって、雰囲気の良

くないテナントが入ってきちゃう。それで歩道に雰

囲気の良くない置き看板や捨て看板をたくさん置い

ちゃうわけですよ。あとは、青少年に見せたくない

ような内容のチラシや看板とかね。歩道も電話ボッ

クスも、あちこちの通りが雰囲気の良くない看板や

商店街振興組合とは　
　商店街振興組合とは、商店街を形成する小売業やサービス業
を営む事業者等が、街路灯・アーケード・カラー舗装・共同駐
車場などの共同施設や、集会場・コミュニティ施設の設置等の
商店街を中心とした環境整備事業を行い、まちづくりを推進し
ます。また、売出し・宣伝・イベント開催などの販売促進事業
等の共同経済事業も実施する組合組織です。
　商店街振興組合は、商店街を中心としたまちづくり推進のた
めの組合制度で、以下のような設立要件が必要となります。

（出典：全国商店街振興組合連合会ホームページ商店街にぎわい PLAZA）

①小売業・サービス業を営む事業者 30 人以上が、
　近接して商店街を形成していること。

②組合の地区内の組合員となれる資格を有する者の
　3 分の 2 以上が組合員となること。

③組合員となる事業者の 2 分の 1 以上が小売業又は
　サービス業を営む事業者であること。
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チラシでいっぱいだったわけです。

渡辺　あの時代、あちこちの繁華街でそうしたこと
が起きましたよね。このまま進むと、街が荒廃し、

取り返しがつかないことになってしまうと多くの人

が心配していました。

秋山　だけど、歩道に置かれた雰囲気の良くない看
板を撤去するのが難しくどうしたらいいか困ってい

ました。

渡辺　それで生活環境条例ですね。
秋山　そう、生活環境条例を作ってもらって、街に
とって雰囲気の良くない看板とか、歩道をふさぐ看

板を規制することができたわけです。

街の価値を高めるには

秋山　この時期に空室が増えたビルの大家さんが、
ビルを売ってしまって、新しいオーナーさんに変わ

ってしまったのだけど、オーナーさんがこの土地と

ゆかりのない人にかわると、商店街の活動に参加し

ないオーナーさんが多くなってね。

渡辺　ビルの大家さん自身が商売をしていると、街
にどんな人が来ているのか、増えているのか減って

いるのかなど、とても気になると思うのですが、街

に縁もゆかりもない人がオーナーになると、そうし

たことが気にならなくなるのですね。

秋山　街に人が来れば、不動産価値も上がる、売り
上げもあがればテナント料も上がる。だから、固定

資産税があがらないとだめだと思います、固定資産

税があがれば、地域の価値が上がる。

渡辺　ただ、どれだけテナント料がとれるかだけを

千代田区生活環境条例の成り立ち
　千代田区の住民は少ないものの、昼間の人口は 90 から 100 万
人とも言われ、往来する人の多さも関係して、ポイ捨てや歩きタ
バコ、置き看板などの路上放置物などに悩まされていました。
　区役所や区長との対話集会には、こうしたことへの改善を求
める強い要望が地域から数多く寄せられていました。このこと
から、平成 11 年 4 月に「ポイ捨て禁止条例」をスタートさせ、
ゴミのポイ捨てや公共の場での歩きたばこを努力義務として禁
止し、きれいなまちを目指してきました。

　平成 13 年 6 月に千代田区環境条例案に着手し、区役所内の
検討組織で内容を固める一方、所轄」警察や東京検察庁と罰則
について協議を重ね、パブリックコメントや地域団体、商店会
などと意見交換を行うなど様々な角度から検討を加えていきま
した。
　平成 14 年 6 月 24 日、第 2 回区議会定例会で条例が可決、
成立し、平成 14 年 10 月 1 日に施行されました。

（出典：千代田区ホームページ　千代田区生活環境条例のあらまし）
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基準にして借り手を選ぶと、街の雰囲気や治安が悪

化することがありますよね。短期的にテナント料を

上げることを考えるのではなく、長期的な視点で地

域の価値を上げる努力をし、この街に出店したいと

いう人が増え、結果としてテナント料が上がるとい

うのが望ましいシナリオですね。　

秋山　地域の価値を上げることを皆でやらないと地
域の価値は下がるだけなのです。それは、オーナー

さんも参加して、自分で価値を上げるように活動し

ないとだめですよね。オーナーさんが商店街を作る

ことに参加しないとね、テナントが変わってもオー

ナーさんは変わらないのですから。

渡辺　ヨーロッパでもアメリカでも、街づくりの第
一歩はセイフ・アンド・クリンリネス（安全と清潔）

と言われています。

秋山　道路を維持して、ガム取りして、街を保持す
るために活動しているわけです。街は自分達で創る

ものなのですから。

大学と商店街

渡辺　街の価値を上げることと並行して重要なこと
は、街の関係者、つまり住民や事業者、勤め人、学

生、その他の来街者自身が、街の価値を知ることだ

と思います。住民や事業者の皆さんは、街の価値に

プライドをもって、さまざま活動を行い、その魅力

に引き寄せられて多くの人たちが集まる。

秋山　まずは、街が持っているものを生かさないとね。
渡辺　学生には、地域マーケティングの研究の一貫
で、地域の価値を発見するとか、地域の隠れた良さ
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を見つけるという活動に取り組んでもらっています。

秋山　お散歩マップですね。
渡辺　例えば、神田神保町の古書店街といっても、
学生には自分たちには縁遠い、昔ながらの古本屋さ

んのイメージしかありません。しかし、実際に街を

歩いてみると、古書店といっても音楽や映画、サブ

カル系など、自分たちの身近なものを扱っているお

店があったり、老舗の喫茶店やおしゃれなカフェ、

中華料理店やカレー店などが、街中にたくさんあり、

これらが一体となっての魅力を構成していることが

わかってきます。

秋山　商店街の要素って目に見えるものだけじゃな
いってことですね。

渡辺　地域の人も、「うちの街は何もないよ」って思
っている場合もあるのですけど、若い学生の目で見

ると、実は隠れた魅力があることもあるのですよね。

秋山　そうなのですね。
渡辺　もともと地元の人間ではない学生から見た、
新しい目線の街の良さと、地元の人が思っている街

の価値とをぶつけ合って、あらためて地域の価値を

発見して、その街にはこんな魅力があるのだから、

こういった街を創りたいねっていうね、そういうこ

とを話し合っていければいいなと思うのですよ。

秋山　それには時間がかかりますね。
渡辺　そうですね。自分たちの子どもや孫の世代に、
どのような街を残したいか、これが出発点になると

思います。その目標に向けて、今ある街の資産を生

かしながら、10 年後の街をどのような価値あるも

のにしていくかの具体的なイメージを関係者みんな

で共有する。それに向けて、向こう五年間とか三年

間で何をどう行うのか、そのために今年一年何をど

う行うのかという、バックキャスティングの発想で

具体的な行動計画をたてる必要があると思います。

コロナ禍でたいへんな状況だからなおさら、目先の

利害だけでなく、長期的な視点で街の価値を高める

活動が求められているのではないでしょうか。

秋山　やっぱり街のプロモーションをどうするか、
今あるものをどうするか、無いものを作ろうって話

じゃなくて、あるものをどう生かそうかって話から、

もっとしていかないとね。先生、今年もひとつ、よ

ろしくおねがいします。

渡辺　ありがとうございました、商店街と大学が連
携した取り組みをさらに発展させたいですね。今年

もよろしくお願いします。

秋山　コロナが終息し、早く学生さんが登校してく
るといいですね。

専修大学商学部長室で対談
左：渡辺教授　右：秋山代表理事
※対談はマスク着用で行なっていただきました。

お散歩マップの取り組み
　2016 年度に千代田区商店街振興組合連合会と、区内の大学に通う学生が協力し
て区内 3 つの地域の「お散歩マップ」を作成しました。このお散歩マップは、区
内商店街をはじめとする街の魅力の発見と発信を目的にした企画で、学生たちが商
店街との連携しながら企画、取材、製本、配本までを行いました。
　右の写真の 2 つの冊子は、専修大学渡辺ゼミの学生が、この間の活動の成果を
まとめたものです。右側は、靖国通り商店街連合会を応援する冊子「ようこそ靖国
通り商店街　Vol.1」で、地域に配布したところ、第一刷は即座に配布が完了して
しまい増刷するほど好評でした。左側は、2020 年 4 月から 7 月のコロナ禍の下、
大学に登校できない学生が、オンライン授業を受けながら、インターネットの情報
を頼りに作成した冊子です。こちらも地域の人たちから好評を博しています。
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本年もどうぞよろしくお願い申しあげます
令和三年　千代田区商店街連合会・千代田区商店街振興組合連合会（順不同）

―千代田区商店街連合会賛助会員―
株式会社　ビックカメラ

岩本町・東神田ファミリーバザール実行委員会
株式会社　シーアイシー

株式会社　大丸松坂屋百貨店　大丸東京店

有限会社　ヴィルゴビール
社会福祉法人　千代田区社会福祉協議会
一般社団法人　千代田区観光協会

大和ハウス工業株式会社
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新型コロナウイルス感染症に関する行政機関の支援策

国や東京都・区などの緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響

を受ける事業者に対する支援行われています。各行政機関のホームページをご案内いたします。皆様の実情

に合わせ各支援策を活用ください。

※各支援策は重複して支援を受けられませんのでご注意ください

千代田お弁当大賞 2020 グランプリ決定

　2020 年 10 月から12 月まで参加店舗数 58 店舗で行

われた「千代田お弁当大賞 2020」は「イタリアンダイニン

グ DONA（ドナ）有楽町イトシア」店が多くの方から支

持を得てグランプリを受賞しました。

　受賞者の声「コロナ禍で始めたテイクアウトですが、お

店の味をテイクアウトでも楽しんでいただけるように心が

けました。今回の受賞を励みにしたい」

※「千代田お弁当大賞」とは！
コロナウィルスの影響で疲弊する飲食店が元気を取り戻すよう
応援し、コロナ終息後に向けた地域の活性化を目指して関係
団体が協力し実施した事業。

経済産業省
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛な

どにより影響を受ける事業者に対する支援を行います。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

農林水産省
GoTo Eat キャンペーン東京

https://gotoeat.maff.go.jp

財務省
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

中小企業庁

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している

中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税

の減免を行います

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

東京都
新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの企業や都民のみなさんが利用

できる、東京都および国の支援情報を探すことができるサイトです。

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp

千代田区
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者向けの支援策の

概要などを一覧にまとめましたので活用ください。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/shien-coronavirus.html

千代田お弁当大賞 2020のグランプリに輝いた
イタリアンダイニングDONA（ドナ）有楽町イトシア店
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