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歌川広重『東海道五十三次』より「日本橋」

江戸から京都へ向かう道路として奈良時代まで遡る歴史を持つ
東海道。その起点である日本橋から始めて 53の宿場全てを浮
世絵にしたのが歌川広重だ。表紙は『東海道五十三次』の壱、
日本橋の朝の風景を描いたものである。朝早くに出発する大名
行列の傍らで、魚河岸から魚を仕入れる行商の一団が描かれて
おり、早朝の活気が生き生きと伝わってくる。

03 -09 特集●交通と都市の未来形

 いにしえの交通手段の
 再発見
10-13 連載●リニューアル探検隊が行く！

 真栄マンション元塩
14-15 連載●安全・安心を科学する
 ネットのための安全・安心
 インターネットを陰で支える
 「暗号化」技術
 
  16 交通の快楽
 EUのガリレオ計画と
 通行料金徴収システム

vol .22  2010

vol.22 2010
安全で快適なエレベーターの未来をデザインする

地球環境に配慮した大豆油インキ
を使用しています

古紙20％＋植林木・ECFパルプ80％
の再生紙を使用しています

今号の東芝エレベータ広報誌「FUTURE DESIGN」Vol.22
に対するご感想をお聞かせください。抽選で10名さまに

「特選品」をお送りします。
今号の特選品は、保冷温バッグ付きキャリーカート

「テイコブファッションカート」です。牛乳パック
が 6本入り、ハンドル部分を折りたたんでコンパ
クトに収納できます。

●応募方法
同封のはがきまたはFAX用紙、
E-mailでご意見をお送りください。

●締め切り
2010年7月31日到着分まで有効。

アンケートにご協力ください

【 表 紙 解 説 】



名
所
江
戸
百
景

日
本
橋
雪
晴

﹃
東
海
道
五
十
三
次
﹄

で
有
名
な
幕
末
の
浮

世
絵
師
、
歌
川
広
重

の
代
表
作
の
ひ
と
つ
。

魚
を
た
く
さ
ん
積
ん

だ
舟
が
、
魚
河
岸
を

目
指
し
て
日
本
橋
川

を
遡
っ
て
い
る
。
江

戸
に
は
全
国
か
ら
大

量
の
物
資
が
こ
の
よ

う
に
舟
で
運
ば
れ
て

き
た
。

出
典
：
﹃
名
所
江
戸
百
景
﹄
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本
誌
﹃FU

T
U

RE D
ESIGN

﹄
で
は
、
こ
れ
ま
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
交
通
手
段
の
一
環
と
し
て
捉
え
、
未
来

の
交
通
の
あ
る
べ
き
姿
に
思
い
を
馳
せ
て
き
た
。
し
か
し
未
来
の
交
通
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
と
き
に
は
過
去
の
交
通
手
段
を
振

り
返
っ
て
み
る
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
移
動
す
る
際
、
鉄
道
や
車
、
あ
る
い
は
飛
行
機
と
い
っ
た
交
通
手
段
を
使
う
の

が
あ
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
交
通
機
関
の
存
在
し
な
か
っ
た
江
戸
時
代
、
物
は
ど
の
よ
う
に
運
ば
れ
、
江
戸
の
町
に

流
通
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
を
旅
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
知
っ
て
い
る
よ
う
で
案
外
知
ら
な
い
江

戸
時
代
へ
と
時
間
を
遡
っ
て
み
よ
う
。

特
集
●
交
通
と
都
市
の
未
来
形



江戸時代の航路

江戸時代に入ると経済が活発になり、
海運の航路が開発された。日本の全長は
2,000kmをゆうに超える。江戸時代に2000
万人まで増加した日本の人口を支えたも
ののひとつにこれらの航路があるのだ。
出典：帆船から学ぶ海と日本（大阪港振興協会）

江戸時代の航路江戸時代の航路

江戸時代に入ると経済が活発になり、江戸時代に入ると経済が活発になり、
海運の航路が開発された。日本の全長は海運の航路が開発された。日本の全長は
2,000kmをゆうに超える。江戸時代に20002,000kmをゆうに超える。江戸時代に2000
万人まで増加した日本の人口を支えたも万人まで増加した日本の人口を支えたも
ののひとつにこれらの航路があるのだ。ののひとつにこれらの航路があるのだ。
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江
戸
は
な
ぜ

巨
大
都
市
と
し
て
発
展
し
た
か

　

ま
ず
、
日
本
史
を
復
習
し
て
お

こ
う
。
江
戸
時
代
は
１
６
０
０
年

に
徳
川
家
康
が
関
个
原
の
戦
い
で

勝
利
を
収
め
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ

て
日
本
が
統
治
さ
れ
た
１
６
０
３

年
か
ら
、
十
五
代
将
軍
・
慶よ

し
の
ぶ喜
が

大
政
奉
還
し
、
戊ぼ

辰し
ん

戦
争
を
経
て

１
８
６
８
年
に
明
治
時
代
が
始
ま

る
ま
で
の
、
２
６
５
年
間
続
い
た
。

そ
の
間
、
江
戸
は
世
界
で
も
有
数

の
商
業
都
市
と
し
て
繁
栄
し
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
江
戸
は
、
巨
大
都
市
と
し

て
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
長
期
に

わ
た
り
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
各
藩
の
大
名
を

参
勤
交
代
に
よ
っ
て
定
期
的
に
江

戸
に
住
ま
わ
せ
て
監
視
し
、
そ
の

移
動
に
多
額
の
財
を
消
費
さ
せ
て

謀む

叛ほ
ん

を
企
て
よ
う
と
す
る
大
名
の

体
力
を
削
ぐ
な
ど
、
そ
の
要
素
は

い
く
つ
か
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
江

戸
が
巨
大
商
業
都
市
と
し
て
栄
え

た
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
何
よ
り

も
﹁
水
」
の
利
用
に
あ
っ
た
。

　

誰
も
が
知
る
よ
う
に
、
江
戸
時

代
、
税
金
で
あ
る
年
貢
は
主
に
米

で
納
め
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
年
貢

米
で
あ
る
。
大
名
は
こ
の
徴
収
し

た
年
貢
米
を
品
物
に
換
え
る
必
要

が
あ
っ
た
が
、
藩
内
の
市
場
だ
け

で
は
不
可
能
な
た
め
、
江
戸
や
大

坂
︵
現
在
の
大
阪
︶
ま
で
輸
送
し
て

交
換
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

特
に
、
幕
府
の
あ
っ
た
江
戸
に
は

大
量
の
米
が
運
び
込
ま
れ
た
。
そ

の
輸
送
手
段
と
し
て
使
わ
れ
た
の

が
、
船
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
陸
の

交
通
機
関
が
発
達
し
て
い
る
現
代

な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
道
路
事
情
も

悪
い
当
時
に
あ
っ
て
は
、
長
距
離

輸
送
、
し
か
も
大
量
の
米
を
運
ぶ

た
め
に
は
、
沿
岸
航
路
を
た
ど
っ

て
運
航
す
る
大
型
船
を
用
い
る
の

が
最
適
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
四
方
を

海
に
囲
ま
れ
た
島
国
と
い
う
事
情

が
幸
い
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
菱

垣
廻
船
や
樽
廻
船
と
い
っ
た
廻
船

が
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
日
本
の
周
り
を

運
航
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ひ
と
た
び
航
路
が
開
発
さ
れ
る

と
、
あ
と
は
全
国
各
地
の
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
こ
の
航
路
を

用
い
て
次
々
と
江
戸
の
町
に
も
た

ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、

上
方
か
ら
下
っ
て
き
た
﹁
下
り
物
」

は
良
質
の
も
の
が
多
く
、
江
戸
で

非
常
に
好
ま
れ
た
。

水
の
都
と
し
て

整
備
さ
れ
た
江
戸

　

全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
米
を
始

め
と
す
る
品
物
は
、
ど
う
や
っ
て

江
戸
の
町
中
へ
と
運
ば
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
江
戸
の
海
岸
や
河
川

東
京
海
洋
大
学　

海
洋
工
学
部

流
通
情
報
工
学
科
教
授

苦
瀬
博
仁
氏

物
流
の
歴
史
と
そ
の
変
遷

江
戸



江
戸
初
期
の
弁
才
船

江
戸
時
代
の
和
船
。
写
真
は
江
戸
時
代
初
期

の
弁
才
船
と
呼
ば
れ
る
も
の
。

船
体
の
ほ
ぼ
中
央
に
大
き
な
帆
を
１
本
上
げ

る
一
本
帆
柱
が
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
で
、
帆

柱
や
帆
桁
に
人
が
登
る
必
要
が
な
く
、
船
上

で
操
作
で
き
る
。
江
戸
時
代
前
期
以
降
、
国

内
海
運
の
主
役
と
し
て
活
躍
し
た
。
有
名
な

菱
垣
廻
船
や
樽
廻
船
は
、
弁
才
船
の
一
種
。

出
典
：
川
口
遊
里
図
屏
風
（
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
）

日
本
橋
江
戸
ば
し

日
本
橋
の
欄
干
越
し
に
江
戸
橋
の
方
角

を
望
ん
だ
図
。
右
下
に
は
盤
台
と
初
鰹
が

描
か
れ
、
初
夏
の
風
情
が
漂
う
。
初
物
を

好
ん
だ
江
戸
っ
子
は
高
値
を
も
の
と
も
せ

ず
、
初
鰹
を
手
に
入
れ
る
の
に
情
熱
を
燃

や
し
た
と
い
う
。
擬
宝
珠
は
格
式
の
高
い

橋
に
の
み
付
け
ら
れ
た
。

出
典
：
﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄
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は
そ
の
た
め
に
整
備
さ
れ
、
ま
た

新
た
に
運
河
を
掘
削
す
る
な
ど
の

大
工
事
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
て

江
戸
は
﹁
水
の
都
」
に
変
貌
を
遂

げ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
の
運
河
の

利
用
は
、
す
で
に
中
世
の
こ
ろ
よ

り
行
わ
れ
て
は
い
た
が
、
江
戸
時

代
に
入
る
と
、
そ
れ
を
都
市
計
画

の
な
か
に
取
り
入
れ
て
、
ど
ん
ど

ん
と
拡
大
し
て
い
っ
た
。
現
在
で

は
、
運
河
の
多
く
は
暗あ

ん

渠き
ょ

と
し
て

地
下
を
流
れ
る
か
、
も
し
く
は
埋

め
立
て
ら
れ
て
道
路
と
化
し
て
し

ま
っ
て
気
が
つ
か
な
い
が
、
明
治

の
こ
ろ
ま
で
の
東
京
に
は
、
ま
だ

ま
だ
江
戸
の
な
ご
り
と
し
て
、
あ

ち
こ
ち
に
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
水

路
が
多
く
残
っ
て
い
た
。

　

さ
て
、
江
戸
湊
へ
と
運
ば
れ
た

物
資
は
、
大
型
船
か
ら
高
瀬
舟
等

に
積
み
替
え
ら
れ
、
い
ま
述
べ
た

運
河
を
通
っ
て
さ
ら
に
江
戸
の
町

中
に
あ
る
河か

し岸
や
物も
の
あ
げ
ば

揚
場
︵
ま
た
は

揚
場
︶
へ
と
運
び
込
ま
れ
た
。
河

岸
と
い
う
の
は
、
現
在
も
魚
河
岸

な
ど
に
そ
の
名
を
留
め
て
い
る
が
、

本
来
は
川
の
岸
辺
に
あ
る
船
荷
の

揚
げ
降
ろ
し
を
す
る
場
所
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
こ
の
河
岸
は
町

人
用
で
、
武
士
用
は
物
揚
場
と
名

称
が
異
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
高

瀬
舟
の
方
は
明
治
の
文
豪
・
森
鴎

外
の
名
作
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、

舟
底
が
平
ら
で
、
荷
物
を
積
ん
だ

ま
ま
浅
い
川
で
も
楽
に
航
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
舟
の
こ
と
で
あ
る
。

　

江
戸
の
町
に
も
た
ら
さ
れ
た
米

や
そ
の
他
の
品
物
は
用
途
に
応
じ

て
扱
う
河
岸
も
異
な
れ
ば
、
保
管

場
所
も
決
ま
っ
て
い
た
。
な
か
に

は
そ
の
名
残
を
い
ま
も
地
名
に
残

し
て
い
る
場
所
も
あ
る
。
以
前
国

技
館
の
あ
っ
た
﹁
蔵
前
」
は
、
浅

草
に
米
蔵
が
あ
っ
て
そ
の
前
と
い

う
意
味
で
あ
っ
た
し
、﹁
木
場
」
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
材
木
の
集
積

所
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
日
本
橋
に
は
先
ほ
ど
例

に
挙
げ
た
魚
河
岸
が
あ
っ
た
。
加

工
品
は
別
と
し
て
も
生
鮮
食
品
な

ど
は
、
長
く
保
存
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
河

岸
は
、
や
が
て
そ
の
場
で
品
物
を

販
売
す
る
市
場
へ
と
発
展
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

家
康
が
江
戸
に

拠
点
を
定
め
た
理
由

　

家
康
に
よ
る
江
戸
の
町
の
作
り

替
え
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
分

か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
も
そ

も
関
个
原
以
前
、
家
康
が
江
戸
に

拠
点
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

小
田
原
攻
め
に
功
労
の
あ
っ
た
家

康
に
豊
臣
秀
吉
が
江
戸
を
与
え
た

が
、
秀
吉
の
腹
に
は
未
だ
開
け
て

い
な
か
っ
た
江
戸
に
家
康
を
追
い

や
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
有

力
な
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実

は
家
康
が
拠
点
を
定
め
る
に
際
し

て
、
江
戸
の
地
の
利
を
充
分
考
慮

し
、
あ
え
て
こ
の
場
所
を
選
ん
だ

の
で
は
な
い
か
│
近
年
こ
う
し
た

説
が
学
者
の
間
で
唱
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
物
流
を
研
究

し
て
い
る
東
京
海
洋
大
学
物
流
シ

ス
テ
ム
研
究
室
の
苦
瀬
博
仁
教
授

も
こ
の
説
を
支
持
す
る
一
人
だ
。

　
﹁
家
康
は
江
戸
に
町
を
作
る
と
き

に
、
物
流
の
仕
組
み
を
考
え
て
い

た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
」
と
苦
瀬

氏
は
言
う
。﹁
戦
略︵
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
︶・

戦
術
︵
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
︶・
兵へ
い

站た
ん

︵
ロ

ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
︶
は
三
大
軍
事
用
語

で
す
が
、
戦
国
武
将
で
あ
っ
た
家

康
は
、
当
然
こ
の
３
つ
に
長
け
て

い
た
は
ず
で
す
。
こ
の
う
ち
兵
站

は
、
現
在
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ロ

ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
、
す
な
わ
ち
物
流

シ
ス
テ
ム
を
指
し
て
い
ま
す
。
当

然
、
家
康
は
物
資
供
給
に
つ
い
て

思
い
を
巡
ら
し
て
い
た
と
考
え
て

い
ま
す
。
利
根
川
を
銚
子
か
ら
太

平
洋
に
注
ぐ
よ
う
に
作
り
変
え
て

洪
水
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
江
戸
川

か
ら
江
戸
よ
り
だ
け
で
な
く
こ
の

地
域
全
体
を
肥
沃
な
台
地
に
す
る

の
だ
、
と
統
治
の
作
戦
を
立
て
た

ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン

フ
ラ
整
備
と
称
し
て
ね
」

　

物
を
い
か
に
効
率
よ
く
移
動
さ

せ
、
そ
し
て
流
通
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
そ
れ
が
都
市
を
活
性

化
さ
せ
る
た
め
の
生
命
線
で
あ
る

こ
と
を
、
江
戸
の
町
は
わ
れ
わ
れ

に
よ
く
教
え
て
く
れ
る
。

参考文献：川名登『河岸』（法政大学出版局）、鈴木理生『江戸はこうして造られた』（ちくま学芸文庫）、同『江戸の川・東京の川』（井上書院）他
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江
戸
時
代
の
旅
行
事
情

ひ
た
す
ら
歩
く
江
戸
時
代
の
旅
行

　

東
京
～
大
阪
間
は
約
5
5
0
km
、
今
な
ら
新
幹
線

で
2
時
間
半
で
行
け
る
距
離
だ
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時

代
で
は
、
文
字
通
り
﹁
膝
を
栗
毛
の
馬
﹂
と
し
て
徒

歩
で
片
道
半
月
、
往
復
で
一
月
か
か
っ
た
。
当
時
は
、

徒
歩
以
外
の
交
通
手
段
と
し
て
は
馬
や
駕
籠
が
あ
っ

た
が
、
庶
民
が
気
軽
に
利
用
で
き
る
交
通
手
段
で
は

な
か
っ
た
。

　

江
戸
時
代
の
庶
民
は
、
伊
勢
参
宮
や
冨
士
講
な
ど

信
仰
上
の
理
由
以
外
は
観
光
旅
行
は
幕
府
か
ら
禁
じ

ら
れ
て
い
た
が
、
今
日
の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
あ

た
る
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄
が
享
和
二
年
︵
1
8
0
2

年
︶
に
出
版
さ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
大
評
判
と
な
り
、

当
時
の
人
々
の
旅
へ
の
興
味
を
駆
り
立
て
、
幕
府
の

規
制
も
ゆ
る
ん
で
庶
民
も
観
光
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
気
に
な
る
の
が
旅
行
費
用
。
資
料
に
よ

れ
ば
、
福
島
か
ら
伊
勢
ま
で
、
普
通
の
農
民
の
収
入

の
３
年
分
が
必
要
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

誰
も
が
気
軽
に
行
け
る
も
の
で
な
か
っ
た
。

参
勤
交
代
が
も
た
ら
し
た

移
動
と
コ
ス
ト

　

庶
民
で
は
な
く
、
武
士
の
旅
と
い
え
ば
参
勤
交
代

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
、
幕
府
に
対

す
る
臣
従
の
証
拠
と
し
て
自
主
的
に
肉
親
を
人
質
と

し
て
江
戸
城
に
提
出
し
、
家
族
対
面
と
将
軍
に
挨
拶

を
す
る
た
め
に
江
戸
に
赴
い
た
の
が
始
ま
り
だ
が
、

し
だ
い
に
規
模
が
大
き
く
な
り
、
藩
の
財
政
を
大
き

江
戸
時
代
、
農
村
で
取
れ
た
米
は
、
高

瀬
舟
と
呼
ば
れ
る
小
型
の
川
舟
を
用
い

て
川
伝
い
や
海
沿
い
に
建
て
ら
れ
た
蔵

屋
敷
に
集
め
ら
れ
、
換
金
の
た
め
に
菱

垣
廻
船
な
ど
の
大
型
の
船
で
江
戸
や
大

坂
に
運
ば
れ
た
。
こ
う
し
て
集
め
ら
れ

た
米
は
隅
田
川
河
口
付
近
で
ま
た
小
型

舟
に
積
み
替
え
ら
れ
、
江
戸
の
町
に
張

り
巡
ら
さ
れ
た
運
河
や
水
路
を
通
っ
て

市
場
へ
運
ば
れ
た
。 past

農
家
で
生
産
さ
れ
た
米
は
、
鉄
道
や
ト

ラ
ッ
ク
で
出
荷
事
業
者
の
も
と
に
運
ば

れ
た
の
ち
、
物
流
事
業
者
に
渡
さ
れ
、

全
国
各
地
へ
主
に
陸
路
を
使
っ
て
運
ば

れ
て
い
く
。
関
所
が
撤
廃
さ
れ
た
明
治

以
降
、
道
路
や
鉄
道
の
整
備
が
進
ん
だ
。

戦
後
は
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展

と
そ
の
利
便
性
か
ら
、
物
流
の
主
役
を

ト
ラ
ッ
ク
が
担
う
よ
う
に
な
る
。
物
流

事
業
者
に
渡
さ
れ
た
米
は
ト
ラ
ッ
ク
を

用
い
て
小
売
店
に
運
ば
れ
、
消
費
者
は

小
売
店
か
ら
購
入
す
る
。

now

農
家
で
生
産
さ
れ
た
米
は
、
生
産
者
の
手

で
食
品
加
工
工
場
に
運
ば
れ
、
す
ぐ
食
べ

ら
れ
る
よ
う
に
加
工
さ
れ
る
。

加
工
さ
れ
た
米
は
、
消
費
者
の
注
文
に
応

じ
て
倉
庫
か
ら
出
荷
さ
れ
、
お
か
ず
な
ど

の
食
品
と
あ
わ
せ
て
消
費
者
の
手
に
届
け

ら
れ
る
。
物
流
の
た
め
の
ト
ラ
ッ
ク
は
都

市
部
で
は
地
下
を
走
り
、
渋
滞
の
原
因
に

な
る
こ
と
は
な
い
。
高
層
住
宅
に
住
む
消

費
者
の
も
と
へ
は
各
戸
に
設
置
さ
れ
た
荷

物
運
搬
専
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
っ
て

届
け
ら
れ
る
た
め
、
宅
配
業
者
が
荷
物
運

搬
の
た
め
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る

こ
と
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

future

陸 路

蔵屋敷

川 出荷

出荷

江
戸
時
代
は
水
路
を
使
っ
て
運
ば
れ
て
い
た
物
資
は
、

現
在
は
交
通
網
の
整
備
に
よ
り
ト
ラ
ッ
ク
や
鉄
道
な
ど
の
陸
路
で
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減
の
た
め
に
、

物
資
輸
送
の
効
率
化
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
未
来
で
は
、

物
流
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

物
流
の
変
遷



陸 路

陸 路地 下

く
圧
迫
し
た
。

　

大
名
行
列
の
規
模
は
大
名
の
禄
高
や
家
格
に
応

じ
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
最
大
藩
の
加
賀
前
田
家
は

2
0
0
0
人
～
4
0
0
0
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ほ
ど
の
規
模
に
な
る
と
、
か
か
る
費
用
も
膨
大
だ
。

例
え
ば
、
鹿
児
島
藩
は
1
万
7
5
0
0
両
も
の
費
用

が
か
か
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
現
在
の
価
値
に

換
算
す
れ
ば
約
10
億
円
も
の
費
用
を
要
し
た
。

　

明
治
に
入
る
と
江
戸
時
代
の
関
所
は
廃
止
さ
れ
、

誰
で
も
自
由
に
日
本
全
国
を
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

海

市 場

川

陸 路

蔵屋敷

小売店

物流業者
小売店

消費者

消費者

電動自動車

荷物運搬専用エレベ−ター 出荷

通販事業者の倉庫

出荷事業者の倉庫

食品加工工場

消費者

　2010　Vol.227

お届け

お届け

お届け

伊
勢
参
宮 

宮
川
の
渡
し

江
戸
時
代
に
３
回
起
こ
っ
た
伊
勢
神
宮
へ
の
集
団

参
拝
ブ
ー
ム
で
あ
る「
お
蔭
参
り
」の
様
子
。旅
費

が
高
額
な
た
め
代
理
参
拝
が
多
く
行
わ
れ
、犬
に

代
理
参
拝
さ
せ
た
と
い
う
伝
説
も
。

歌
川
広
重
（
１
８
５
５
）
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東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
前
史

　

江
戸
時
代
に
は
、
さ
す
が
に
い

ま
の
よ
う
な
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
な

か
っ
た
も
の
の
、
水
戸
藩
主
・
徳

川
斉
昭
は
、
手
動
式
だ
が
食
事
用

の
運
搬
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
水
戸
偕
楽
園
内
の

好
文
亭
に
い
ま
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
１
８
９
０
年
に
は
、

浅
草
に
つ
く
ら
れ
た
高
層
建
築
の

さ
き
が
け
で
あ
る
凌
雲
閣
に
、
日

本
初
の
電
動
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
誕

生
し
た
。
こ
の
設
計
に
携
わ
っ
た

の
は
、
東
芝
の
創
始
者
の
一
人
、

藤
岡
市
助
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
が
い
わ
ば
、
日
本
の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
前
史
で
あ
る
。

　

さ
て
、
東
芝
が
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
製
造
・
販
売
を
始
め
た
の

は
、
１
９
６
６
年
の
こ
と
。
戦
後

の
高
度
経
済
成
長
期
に
突
入
し
、

階
数
の
高
い
ビ
ル
が
次
々
と
建
設

さ
れ
て
い
く
今
後
は
縦
方
向
の
移

動
が
よ
り
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と

の
判
断
の
下
に
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

事
業
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
東
芝
エ

レ
ベ
ー
タ
の
前
身
で
あ
る
東
芝
昇

降
機
サ
ー
ビ
ス
が
設
立
さ
れ
た
の

は
、
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。

大
容
量
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
は

　

そ
し
て
超
高
層
ビ
ル
が
建
ち
並

ぶ
現
代
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
大
容
量

化
の
時
代
を
迎
え
て
い
る
。デ
パ
ー

ト
な
ど
の
商
業
施
設
で
使
わ
れ
て

い
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
定
員
は
多

く
て
も
30
人
乗
り
程
度
で
あ
る
が
、

大
型
高
層
ビ
ル
の
増
加
か
ら
、
そ

れ
以
上
の
大
容
量
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
﹁
た
く
さ
ん
の
人
を
運
ぶ
た
め

に
は
、
①
速
度
を
上
げ
る
、
②
乗

れ
る
人
数
を
増
や
す
、
③
２
階
建

て
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
す
る
、
こ

の
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
」
と
、

開
発
部
機
械
開
発
担
当
・
浅
見
郁

夫
主
査
は
語
る
。

　
﹁
最
近
は
、
た
く
さ
ん
の
人
を

運
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に

速
さ
も
要
求
さ
れ
ま
す
。
こ
の
う

ち
③
の
２
階
建
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

は
、
ダ
ブ
ル
デ
ッ
キ
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
、
１
本
の
シ
ャ
フ
ト
内
で

連
結
し
た
２
台
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

を
同
時
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ダ
ブ
ル
デ
ッ
キ
の
一
番
の
メ

リ
ッ
ト
は
、
同
じ
シ
ャ
フ
ト
内
で

倍
の
人
数
を
運
べ
る
点
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
２
つ
の
カ
ゴ
の
間
隔
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
階
高
が
フ

ロ
ア
に
よ
っ
て
異
な
る
ビ
ル
で
も

き
ち
ん
と
の
り
ば
戸
の
位
置
で
か

ご
が
開
く
階
間
調
整
機
能
付
の
ダ

ブ
ル
デ
ッ
キ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
つ

く
り
ま
し
た
」

　

大
容
量
化
に
あ
た
っ
て
は
、
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
技
術
革
新
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
。な
か
で
も
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
ロ
ー
プ
を
巻
き
上
げ
、
か

ご
を
動
か
す
モ
ー
タ
ー
の
革
新
は

大
き
い
。

　
﹁
人
が
乗
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、

高
速
で
滑
ら
か
に
動
か
な
け
れ
ば

エレベーターにおける容量と速度の関係
エレベーターの容量と速度は、モーターに依存する。
出力の大きなモーターを安定して制御することが、高速で大容量なエレベーターにつながる。

リッツカールトン東京

泉ガーデンタワー（屋外型）

新中ノ島三井ビル

梅田スカイビル

大阪ワールドトレード
センタービルディング

TAIPEI101（24人乗り毎分1,010m）

上海環球金融中心

東芝ビル

電通本社ビル

汐留住友ビル

日本橋三井タワー

トヨタ事務館

泉ガーデンタワー
（シャトル型74人乗り毎分240m）

ミッドランドスクエア
（ダブルデッキ）

東京スカイツリー

六本木ヒルズ
（階間調整機能付ダブルデッキ）

高速領域

大容量高速領域

超高速領域

1010

600

360

240

120

600 1150 3600 4900 5800

（写真左から）

泉ガーデンタワー（屋外型）
泉ガーデンタワー（シャトル型）
六本木ヒルズ（ダブルデッキ）
梅田スカイビル

速度
（m/分）

積載
（kg）

江
戸
時
代
か
ら
現
代
へ
と
眼
を
向
け
て
み
る
と
、
都
市
へ
の
人
口
集
中
は
相
変
わ
ら
ず
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
解
決
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
大
容
量
化
の
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
の
大
坪
亮
・
浅
見
郁
夫
両
氏
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
大
容
量
化
を
可
能
に
し
た
技
術
的
な
背
景
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
。

大
容
量
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
へ
の
過
程

東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

開
発
部 

電
気
開
発
担
当

主
査　

大
坪 

亮

東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

開
発
部 

機
械
開
発
担
当 

主
査

浅
見 

郁
夫

上海環球金融中心
（階間調整機能付ダブルデッキ）

2150
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快
適
な
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
最

初
、
直
流
機
か
ら
始
ま
っ
た
モ
ー

タ
ー
は
、
次
世
代
の
交
流
機
に
替

わ
っ
た
際
に
イ
ン
バ
ー
タ
に
よ
る

デ
ジ
タ
ル
制
御
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。
こ
の
デ
ジ
タ
ル
制
御
に

よ
り
大
き
な
パ
ワ
ー
の
モ
ー
タ
ー

で
も
超
微
速
か
ら
最
高
速
度
ま
で

微
細
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の

で
す
。
そ
し
て
、
２
０
０
０
年
代

に
入
る
と
ほ
と
ん
ど
の
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
が
、
永
久
磁
石
を
用
い
た
こ

と
で
サ
イ
ズ
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
な

り
、
性
能
も
ず
っ
と
ア
ッ
プ
し
ま

し
た
」
と
東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
開
発

部
電
気
開
発
担
当
・
大
坪
亮
主
査

は
述
べ
る
。

　

大
容
量
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
す
で

に
高
層
ビ
ル
で
は
当
た
り
前
の
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
六
本
木
に

あ
る
泉
ガ
ー
デ
ン
タ
ワ
ー
で
用
い

ら
れ
て
い
る
高
速
シ
ャ
ト
ル
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
は
、
75
人
乗
り
で
か
つ

速
度
も
毎
分
２
４
０
ｍ
と
日
本
で

も
最
大
級
の
容
量
を
誇
る
超
高
速

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
だ
。
ま
た
、
現
在

墨
田
区
押
上
に
建
設
中
の
電
波
塔
・

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
で
使
わ
れ
る

予
定
の
も
の
は
、
40
人
乗
り
で
速

度
は
毎
分
６
０
０
ｍ
と
な
り
、
こ

れ
が
完
成
す
る
と
日
本
で
最
高
速

の
大
容
量
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
な
る

予
定
だ
。

　

東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
で
は
、
こ
れ

ま
で
に
使
わ
れ
て
い
な
い
新
し
い

素
材
を
用
い
た
研
究
も
着
々
と
進

ん
で
お
り
、
さ
ら
に
大
容
量
な
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
時
代
も
、
そ
う
遠

く
な
い
未
来
に
や
っ
て
来
そ
う
だ
。

c o l u m n

物流都市に向けて 
─未来の物流システム─

　都市に物流は不可欠である。物流なしに
は一日たりとも生活も仕事も続けることは
できない。阪神･淡路大震災では、交通網に
甚大な被害が発生し、地震直後の市民生活
を支える物資輸送は混乱を極め、改めて物
流の重要性が再認識された。
　物流には、輸送、保管、荷役、包装、流
通加工、情報管理という 6 つの役割があり、
それぞれの役割は技術の発達によって大き
く進展してきた。例えば、ネット販売の大
手アマゾンドットコムでは、従来では不可
能とされた 24 時間以内の発送や 1,500 円
以上の国内送料の無料化を実現したが、そ
れができたのは IT の活用と物流センターの
仕組みにあった。
　現在の物流のキーワードは、多頻度小口
化配送や時間指定、物流拠点の集約化の推
進になる。従来の郊外に向かって市街地が

拡大した都市をコンパクト化すると、多頻
度小口配送やジャストインタイムの精度を
向上させ、拠点集約や共同物流も、より効
果的に実現できるようになる。また、都市
がコンパクト化して高層ビルが増えると、
垂直方向の物流が重要になり、荷物専用の
エレベーターが増えるだけでなく、オフィ
スビルやマンションにも、直接個別配送が
できるような新しい物流システムが導入さ
れる可能性もある。
　さらに未来の物流を考える上で不可欠な
のは環境対策だ。都市のコンパクト化と同
時に物流拠点を効率化し、物流インフラの
合理的に配置すれば、トラック輸送などに
起因する環境問題を解決する有効な対応策
となって、都市の物流システムは大きく改
善されることになるだろう。

戦後の都市と物流の歴史 (出典：物流博物館 )

敗戦
日本国憲法公布（翌年 5 月 3日施行）
日本国有鉄道が発足する
名古屋～東京間でトラックによる路線事業が開始される
NHKテレビ本放送が開始される
国際連合に加盟する
船舶建造高が世界第1位となる
九州と本州を結ぶ関門国道トンネル開通する
国鉄コンテナ輸送開始される
このころ荷役の機械化や包装の近代化が始まる
貿易の自由化が始まる
東海道新幹線が開業する
第18回オリンピックが東京で開催される
モータリゼーションが急速に進む
名神高速道路が全線開通する
トラックの貨物輸送トンキロが鉄道を追い抜く
日本初のコンテナ船「箱根丸」就航
東名高速道路が全線開通する
アメリカのアポロ11号月面着陸に成功する
日本初のジャンボ機が就航する
この頃より、物流情報システムがスタートする
日本初の貨物専用のジャンボ機が就航する
宅配便時代が始まる
新東京国際空港（成田）が開港する
国鉄、JR6 社・貨物1社に分割民営化される
北海道と本州を結ぶ青函トンネル開通
本州・四国連絡橋「瀬戸大橋 ｣ 開通
物流 2法が施行され規制緩和の時代に向かう
阪神・淡路大震災

「物流大綱」政府が閣議決定する
物流博物館開館

1945
1946
1949
1950
1953
1956

1958
1959
1960
1960
1964
1964

1965-75
1965
1966
1968
1969
1969
1970

1974
1976
1978
1987
1988
1988
1990
1995
1997
1998
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ど
の
修
繕
を
優
先
す
る
か

　

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
・
管
理
は
住
人
に
と
っ
て
大
き

な
問
題
で
あ
る
。
管
理
組
合
が
そ
の
任
を
負
う
と
い
っ
て
も
、

そ
の
役
員
の
誰
か
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
な
い

と
住
人
た
ち
の
意
見
も
ま
と
ま
り
に
く
い
。

　

名
古
屋
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
笠
寺
駅
周
辺
は
、
ト
ヨ
タ
を
は

じ
め
大
手
メ
ー
カ
ー
の
工
場
が
集
ま
る
地
域
だ
。
そ
の
一
角

に
あ
る
元
塩
町
に
は
、
１
９
８
０
年
代
初
め
ご
ろ
に
建
設
さ

れ
た
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
が
何
棟
も
建
っ
て
い
る
。

　

真
栄
マ
ン
シ
ョ
ン
元
塩
も
１
９
８
２
年
に
建
設
さ
れ
た
分

譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
地
上
10
階
建
て
、
29
戸
が
入
居
し
て
い
る
。

築
28
年
を
迎
え
、
同
マ
ン
シ
ョ
ン
も
配
管
の
修
繕
や
エ
レ
ベ

真
栄
マ
ン
シ
ョ
ン
元
塩

隊
長

篠
﨑 

正
彦

東
洋
大
学
工
学
部
建
築
学
科 

准
教
授
。

1
9
6
8
年
東
京
都
生
ま

れ
。
専
門
分
野
は
、
建
築

計
画
と
環
境
行
動
研
究
。
特

に
、
都
市
で
の
生
活
様
式
と

住
居
、
施
設
の
関
係
を
研
究

し
て
い
る
。
現
在
、
ベ
ト
ナ

ム
に
お
け
る
集
合
住
宅
の
調

査
研
究
を
進
め
て
い
る
。

隊
員

山
田 

花
子

篠
﨑
先
生
の
研
究
室
で
ベ
ト

ナ
ム
建
築
を
学
ぶ
。
趣
味
は

ピ
ア
ノ
と
フ
ル
ー
ト
。

▲エレベーター・1階のりば
今回のリニューアルに合わせて、扉および三方枠を再塗装した。

OWNER

MAKER

1
9
8
0
年
代
初
め
に
建
設
さ
れ
た
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
時
期
を
迎

え
て
い
る
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
修
繕
を
必
要
と
し
て
お
り
、
住
人
全
員

の
合
意
を
得
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
井
上
勝
彦
氏
は
、
自
治
会
の
会
長
と
し
て
住
人
た
ち
の
意
見
を
取
り

ま
と
め
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
成
し
遂
げ
た
。

14
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ー
タ
ー
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
7
～
8
年
前
か
ら
議
論
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。

　

当
時
、
管
理
組
合
の
役
員
や
自
治
会
長
を
務
め
て
い
た
井

上
勝
彦
氏
は
新
築
時
か
ら
入
居
し
て
い
る
住
人
の
一
人
で
あ

る
。
地
元
の
メ
ー
カ
ー
に
勤
務
し
、
定
年
後
は
障
が
い
者
施

設
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に

人
一
倍
、
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
の
愛
着
も
強
い
。

　
「
前
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
事
故
の
報
道
を
聞
き
、こ
の
マ
ン
シ
ョ

ン
も
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
な
け
れ
ば
と
考
え

て
い
た
ん
で
す
。
お
金
の
か
か
る
こ
と
で
す
が
、
命
に
は
代

え
ら
れ
な
い
で
す
か
ら
ね
。
3
年
前
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
私
が

管
理
組
合
の
役
員
と
自
治
会
長
を
任
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら

な
ん
と
か
任
期
中
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
決
め
た
い
と
住
人
の

皆
さ
ん
の
了
解
を
得
た
わ
け
な
ん
で
す
」
と
井
上
氏
は
語
る
。

　

井
上
氏
を
は
じ
め
住
人
の
懸
念
は
配
管
の
修
繕
だ
っ
た
。

そ
ろ
そ
ろ
配
管
の
寿
命
も
近
づ
い
て
い
る
が
、
限
ら
れ
た
修

繕
積
立
金
の
中
で
、
配
管
と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
同
時
に
は
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
で
き
な
い
。

防
犯
カ
メ
ラ
で
い
た
ず
ら
が
な
く
な
っ
た

　

そ
こ
で
、
井
上
氏
は
配
管
修
理
の
会
社
に
問
い
合
わ
せ
て
、

最
新
の
修
理
法
を
見
学
す
る
な
ど
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
、

仮
に
配
管
に
亀
裂
が
入
っ
た
と
し
て
も
、
壁
を
壊
さ
ず
に
管

の
内
側
か
ら
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
亀
裂
を
塞
ぐ
工
法
が
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ま
ず
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
優
先
し
よ
う
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
。

　

実
は
当
時
、
毎
日
の
よ
う
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
中
に
水
を

撒
く
い
た
ず
ら
が
起
こ
っ
て
お
り
、
不
安
に
な
っ
た
住
人
た

ち
は
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
も
強
く
望
ん
で
い
た
の
だ
。

　

井
上
氏
は
2
0
0
9
年
3
月
に
東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
に
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
関
す
る
説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど

改
正
建
築
基
準
法
の
施
行
に
と
も
な
う
新
安
全
基
準
に
対
応

し
た
新
し
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
発
売
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

井
上
勝
彦
氏

真
栄
マ
ン
シ
ョ
ン
元
塩

管
理
人

▲

エレベーター・かご室
光天井は大型のLED式照明を導入し、明るさと消費電
力が大幅に改善した。また、防犯カメラの設置により、
悩みの種になっていたいたずらがなくなった。

▲エレベーター・巻上機
新安全基準への対応にともない、ブレーキ
を二重化して万一の駆動装置の不具合に備
えている。
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「
当
初
は
予
算
も
な
い
の
で
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
追
加
と
制
御

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
な
ら
ば
思

い
切
っ
て
準
撤
去
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
し
て
最
新
の
安
全
装
置

が
付
い
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
入
れ
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。
そ

う
す
れ
ば
、
あ
と
20
年
は
も
ち
ま
す
か
ら
ね
」

　

新
安
全
基
準
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
13
ペ
ー
ジ
に
記
載

さ
れ
て
い
る
が
、
新
法
で
定
め
ら
れ
た
ブ
レ
ー
キ
の
二
重
化

の
ほ
か
、
オ
プ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
機
能
が
標
準
装
備
さ
れ
て
い
る
。

　

工
事
に
当
た
っ
て
は
、
車
い
す
を
利
用
す
る
住
人
や
お
年

寄
り
の
方
が
い
る
こ
と
か
ら
、管
理
組
合
と
し
て
工
期
の
短
縮

を
求
め
る
と
と
も
に
、
車
い
す
の
利
用
者
に
は
、
そ
の
間
親

戚
の
も
と
で
生
活
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
２
０
０
９
年
9
月
に
工
事
は
完
了
。
防
犯
カ

メ
ラ
の
せ
い
か
水
撒
き
も
ピ
タ
リ
と
な
く
な
り
、
か
ご
内
が

明
る
く
な
っ
て
、
音
も
静
か
に
な
っ
た
と
住
人
た
ち
は
喜
ん

で
い
る
。

分譲マンションの管理は大変むずかしいもので
す。今回の真栄マンション元塩では、井上さん

たちの尽力もあって、エレベーターのリニューアル
だけでなく、1階の階段の段差を車いす対応に改善
するなど模範的な管理をしています。
　水を撒くいたずらが頻発していたことで、エレベー
ターに防犯カメラを設置したということですが、建
物の入口にオートロックを装備するよりも安く、防
犯効果も高いと思います。
　分譲マンションの場合、管理組合やエレベーター
管理者がモニターするとなると、プライバシー問題
も起きますし、記録した画像をどうするかという課
題もあります。井上さんはあえて記録画像をチェッ
クせずに、問題が生じたときだけ、第三者や警察
など立ち会いの下で、確認するという方針で管理さ
れているとのこと、賢明なご判断だと思います。防
犯カメラを導入する際は管理組合の総会で、記録画
像の処理まで含めて合意を取っておいた方がいいで
しょう。
　改正建築基準法の施行で、コストが高くなっても
新安全基準に適合したエレベーターを導入されたこ
ともすばらしい決断でした。安全性が高まり、住人
のみなさんも安心感を得ることができたと思います。
　エレベーターのリニューアルで動作音が静かにな
り、安全性、防犯性、さらに LED照明による省エネ
効果もあり、マンションの居住性が高まったと思い
ます。
　分譲マンションを自主的に管理する場合、管理組
合が修繕などを計画し、進める必要があります。そ
の際、マンション管理のプロに相談する手もありま
す。（財）マンション管理センターでは相談窓口や修
繕計画の支援サービスもあるので、一度、問い合わ
せてはいかがでしょうか。（談）

真栄マンション元塩
JR 東海道本線笠寺駅からタクシーで10分ほどの元塩町にある。1982
年竣工、10階建て、29戸。周辺には工場や数多くのマンションが立ち並
ぶ。同マンションの前には広い公園があり、良い住環境に恵まれている。
■住所：名古屋市南区元塩町2-15-2

P O I N T

新安全基準対応で
エレベーターの安全性が高まる

篠﨑隊長の
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宮
沢
賢
治

中
部
支
社
　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
営
業
部
　

課
長
代
理

山
田
英
史

中
部
支
社
　

建
設
部

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事

技
術
グ
ル
ー
プ

新
安
全
基
準
に
対
応
し
た

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
は
全
国
で
も
ほ
と

ん
ど
例
が
な
い
。
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
の
完
全
停
止
期
間

を
極
力
短
く
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
中
で
、
東
芝
エ

レ
ベ
ー
タ
も
奮
闘
し
た
。

新
安
全
基
準
で

戸
開
走
行
保
護
装
置
も
標
準
装
備

　
「
工
事
が
終
わ
っ
た
後
は
、
い
た
ず
ら
が
な
く
な

っ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
感
謝
し
て
頂
き
ま
し
た
。

か
ご
内
も
き
れ
い
に
な
っ
た
し
、
明
る
く
な
っ
た

と
住
民
の
皆
さ
ま
に
喜
ん
で
も
ら
っ
て
、
私
も
う

れ
し
か
っ
た
で
す
ね
」

　

東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
中
部
支
社
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
営

業
部
の
宮
沢
賢
治
課
長
代
理
は
こ
う
語
る
。
宮
沢

が
真
栄
マ
ン
シ
ョ
ン
元
塩
の
自
治
会
長
だ
っ
た
井

上
氏
か
ら
初
め
て
連
絡
を
受
け
た
の
は
２
０
０
８

年
の
こ
と
だ
。
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
と
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
だ
っ
た
。

　
「
水
を
撒
か
れ
る
な
ど
い
た
ず
ら
に
お
困
り
で
、

防
犯
カ
メ
ラ
と
併
せ
て
当
初
は
制
御
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
で
進
め
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
」（
宮
沢
）

　

そ
の
後
、
改
正
建
築
基
準
法
の
施
行
に
と
も
な

う
新
安
全
基
準
対
応
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
発
売
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
宮
沢
は
２
０
０
９
年
３
月
に

井
上
氏
に
そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
管
理
組
合
の
総

会
に
て
説
明
し
て
ほ
し
い
と
要
請
を
受
け
た
。

　

新
し
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
新
安
全
基
準
で
定

め
ら
れ
た
ブ
レ
ー
キ
の
二
重
化
や
、
扉
が
開
い
た

ま
ま
で
の
走
行
を
防
ぐ「
戸
開
走
行
保
護
装
置
」、

こ
れ
ま
で
オ
プ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
地
震
の
初
期
微
動

に
対
応
す
る
Ｐ
波
感
知
器
付
地
震
管
制
運
転
機
能

な
ど
を
標
準
で
搭
載
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ
た
見
や
す
い
操

作
盤
や
大
型
の
液
晶
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
な
ど
を
採
用

し
た
。
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
は
お
年
寄
り
の
方
で
も
見

や
す
く
、
扉
の
開
閉
や
地
震
の
発
生
な
ど
も
音
声

で
知
ら
せ
る
。
ま
た
、
省
エ
ネ
性
能
も
高
め
、
天

井
ラ
イ
ト
と
し
て
蛍
光
灯
に
替
え
て
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明

も
オ
プ
シ
ョ
ン
で
用
意
し
た
。

　

大
幅
に
安
全
性
能
が
高
ま
っ
た
分
、
コ
ス
ト
も

上
が
る
が
、
井
上
氏
た
ち
住
人
は
将
来
を
見
据
え

て
こ
の
提
案
を
受
け
入
れ
、
新
安
全
基
準
対
応
の

準
撤
去
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
改
正
建
築
基
準
法
の
施
行
は
２
０
０
９
年
９
月

末
か
ら
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
時
点
で
は
、
旧
安
全

基
準
の
ま
ま
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
選
ぶ
こ
と
も
で

き
ま
し
た
。
新
安
全
基
準
に
対
応
し
た
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
は
、
機
能
が
追
加
さ
れ
て
い
る
た
め
に
ど
う

し
て
も
価
格
が
高
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
お
客

さ
ま
は
、
将
来
を
考
え
て
新
安
全
基
準
対
応
の
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
を
導
入
さ
れ
ま
し
た
」（
宮
沢
）

　

そ
し
て
、
い
た
ず
ら
対
策
と
し
て
、
か
ご
奥
の

天
井
付
近
に
は
専
用
の
ド
ー
ム
型
の
防
犯
カ
メ
ラ

を
設
置
し
た
。
車
い
す
を
利
用
す
る
人
や
お
年
寄

り
も
い
る
た
め
、
扉
に
組
み
込
ま
れ
た
複
数
の
赤

外
線
セ
ン
サ
ー
で
乗
り
降
り
を
安
全
に
す
る「
多
光

軸
ド
ア
セ
イ
フ
テ
ィ
機
能
」
も
追
加
で
採
用
し
た
。

車
い
す
で
も
操
作
し
や
す
い
よ
う
に
、
低
い
位
置

に
副
操
作
盤
を
設
置
し
、
手
す
り
も
取
り
入
れ
た
。

今
後
の
新
安
全
基
準
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
あ
た
り
、
問
題
は
工
期
だ
っ

た
。
準
撤
去
に
な
っ
た
た
め
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

完
全
停
止
期
間
は
制
御
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
よ
り
長
く

な
る
。
住
人
に
は
お
年
寄
り
の
方
や
車
い
す
の
利

用
者
も
い
た
た
め
、
な
る
べ
く
工
期
を
短
縮
し
て

ほ
し
い
と
要
請
が
あ
っ
た
。
建
設
部
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
工
事
技
術
グ
ル
ー
プ
の
山
田
英
史
は
こ
う
語
る
。

　
「
当
時
、
新
安
全
基
準
対
応
の
ブ
レ
ー
キ
の
設
置

は
全
国
的
に
も
初
め
て
の
こ
と
で
し
た
の
で
、
慎

重
に
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
当
社
の
府
中

工
場
か
ら
も
設
計
部
の
担
当
者
が
工
事
に
立
ち
会

っ
た
ほ
ど
で
す
。
設
置
後
、
ブ
レ
ー
キ
の
微
調
整

を
す
る
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
お
客
さ

ま
が
工
事
に
対
し
て
非
常
に
協
力
的
だ
っ
た
の
で
、

部
分
停
止
が
１
週
間
、
完
全
停
止
が
１
週
間
と
、

通
常
の
準
撤
去
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
最
短
工
期
で
完

了
し
ま
し
た
。
今
回
の
微
調
整
の
デ
ー
タ
や
作
業

の
流
れ
な
ど
は
、
今
後
の
新
安
全
基
準
対
応
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
活
か
さ
れ
ま
す
」

　

工
事
は
基
本
的
に
朝
９
時
か
ら
夕
方
６
時
ま
で
、

完
全
停
止
の
時
は
夜
遅
く
ま
で
作
業
を
行
っ
た
が
、

山
田
は
騒
音
に
は
気
を
つ
け
た
と
い
う
。

　
「
音
が
出
る
作
業
は
ど
ん
な
に
遅
い
と
き
も
午
後

７
時
ま
で
に
済
ま
せ
ま
し
た
。
井
上
さ
ま
が
住
人

の
皆
さ
ま
と
私
た
ち
の
間
に
入
っ
て
、
う
ま
く
調

整
し
て
く
れ
た
の
で
、
本
当
に
仕
事
は
や
り
や
す

か
っ
た
で
す
ね
」（
山
田
）

　

今
回
、
東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
に
と
っ
て
も
分
譲
マ

ン
シ
ョ
ン
の
新
安
全
基
準
対
応
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
が
で
き
た
。
今
後
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

メ
ー
カ
ー
の
立
場
か
ら
…

東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

OWNER

MAKER
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連載●安全・安心を科学する
ネットのための安全・安心

インターネットを陰で支える「暗号化」技術
個人情報や金銭データなど、インターネット上での情報のやりとりは、人々の経済に直結する部分にまで浸透し
てきている。そこで重要になるのが、通信データの「暗号化」だ。ここではその役割と、仕組みに迫ってみる。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る

暗
号
化
の
必
要
性

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
ま
す
ま
す

日
常
生
活
に
密
着
し
つ
つ
あ
る
昨

今
。
ご
く
身
近
な
生
活
雑
貨
を
購

入
す
る
際
に
も
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ

プ
を
利
用
す
る
機
会
が
増
え
て
き

て
い
る
だ
ろ
う
。

　

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
は
た
し

か
に
便
利
だ
が
、
し
か
し
一
方
で
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
個
人

情
報
の
漏
え
い
も
た
び
た
び
報
道

さ
れ
て
い
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
番
号
や
住
所
と
い
っ
た
重
要
な

個
人
情
報
を
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
じ
て
送
信
す
る
こ
と
に
不
安
を

覚
え
て
い
る
人
も
ま
た
多
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

デ
ー
タ
を
安
全
に
や
り
取
り
す
る

た
め
に
必
要
な
「
暗
号
化
」
の
仕

組
み
に
つ
い
て
、
明
治
大
学
理
工

学
部
情
報
科
学
科
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
研
究
室
の
齋
藤
孝
道
准
教
授

に
聞
い
て
み
た
。
そ
も
そ
も
、
な

ぜ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
暗
号
化

が
必
要
な
の
か
。

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
基
本
的

な
通
信
方
式
の
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
は
、

も
と
も
と
デ
ー
タ
を
相
手
に
送
る

過
程
で
、
誰
で
も
内
容
を
見
よ
う

と
思
え
ば
見
ら
れ
る
と
い
う
仕
組

み
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
第
三

者
に
内
容
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
に
、
暗
号
化
と
い
う
仕

組
み
が
別
に
必
要
に
な
り
ま
す
」

　

実
際
に
暗
号
化
通
信
を
身
近
に

確
認
で
き
る
例
と
し
て
、
ネ
ッ
ト

シ
ョ
ッ
プ
の
決
済
画
面
で
、
ブ
ラ

ウ
ザ
の
ア
ド
レ
ス
欄
な
ど
に
表
示

さ
れ
る
小
さ
な
鍵
の
マ
ー
ク
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
通
信
内
容
が

「
Ｓ
Ｓ
Ｌ
」
と
呼
ば
れ
る
暗
号
化
通

信
で
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
マ
ー
ク
で
、
重
要
情
報
が
第
三

者
に
読
み
取
れ
な
い
状
態
で
送
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
だ
。

公
開
鍵
暗
号
化
方
式
の
仕
組
み

　

暗
号
化
の
仕
組
み
は
、
い
く
つ

か
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
1

つ
は
、
シ
ー
ザ
ー
も
使
っ
た
と
い

う
昔
か
ら
あ
る
「
共
通
鍵
暗
号
化

方
式
」
で
、
送
る
側
と
受
け
る
側

が
同
じ
鍵
を
持
ち
、
そ
れ
を
使
っ

て
デ
ー
タ
を
暗
号
化
し
て
送
り
、

同
じ
鍵
を
使
っ
て
復
号
す
る
も
の

だ
。
し
か
し
こ
の
仕
組
み
は
、
通

信
相
手
が
変
わ
る
ご
と
に
違
う
鍵

を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま

た
鍵
を
盗
ま
れ
る
と
簡
単
に
盗
聴

さ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
向
き
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
1
9
7
6

年
に
登
場
し
た
「
公
開
鍵
暗
号
化

方
式
」
だ
。
こ
れ
は
、
Ａ
さ
ん
（
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
な
ど
）
が
公
開

鍵
と
呼
ば
れ
る
鍵
を
公
開
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
皆
に
配
っ
て
お
く
方

式
。
Ｂ
さ
ん
（
ユ
ー
ザ
ー
な
ど
）
が

Ａ
さ
ん
に
デ
ー
タ
を
送
る
と
き
は
、

Ａ
さ
ん
の
公
開
鍵
を
使
っ
て
暗
号

化
し
て
か
ら
送
信
す
る
。
す
る
と

Ａ
さ
ん
は
、
密
か
に
公
開
鍵
と
一

対
一
対
応
し
た
秘
密
鍵
を
持
っ
て

い
て
、
こ
の
秘
密
鍵
を
使
っ
て
復

号
す
る
。
つ
ま
り
、
公
開
鍵
で
暗

号
化
し
た
も
の
は
、
特
定
の
秘
密

鍵
を
持
っ
て
い
る
Ａ
さ
ん
以
外
に

は
開
け
ら
れ
な
い
の
だ
。

　
「
公
開
鍵
方
式
が
画
期
的
な
の
は
、

自
分
の
公
開
鍵
を
一
種
類
だ
け
用

意
し
て
そ
れ
を
配
れ
ば
い
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
開
け
る
た
め
の
秘

密
鍵
を
厳
重
に
管
理
し
て
お
け
ば
、

閉
め
る
ほ
う
の
鍵
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
い
く
ら
公
開
し
て
も
い
い
。

こ
れ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
安
全
に
デ
ー
タ
を
受
け
渡
し
す

る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
が
成
立

し
ま
し
た
」

公
開
鍵
基
盤
に
よ
る
本
人
保
証

　

秘
密
鍵
と
公
開
鍵
の
ペ
ア
に
よ



受信者

電子証明書

送信者の
公開鍵
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暗号化の方式は時代を経るにつれ
より複雑になっていく。

　暗号化とは、文字をずらしたり、
かき混ぜることで、第三者に分か
らない文字列を作ることである。
　最も基本的な暗号はシーザー暗
号（換字暗号）と呼ばれるものだ。
これは、「平文（暗号化されていな
い普通の文章）のアルファベットの
各文字を決められた数だけずらす」
ことで暗号化する。この「決めら
れた数だけずらす」といった決ま
りをアルゴリズム（暗号化方式）と
呼び、「3文字ずらす」であれば「3」
という値が暗号化鍵となる。これ
が暗号の基本的な考え方である。
　たとえば、ここに「This is a 
pen」という英文がある。
　これを、上記の方法で暗号化す
ると、「Wklv lv d shq」という文
字列になる。一見すると意味をな
さないが、ルールを知っていれば
解読できる文章となる文字列がで
き上がるのだ。
　大まかにいえば、これが暗号化
の基本であり、使用する鍵の値や
長さをどうするか、また平文を符
号化する場合に16進法にするか
12進法にするか、などによって、
暗号化方式のバリエーションが生
まれる。
　紀元前のシーザーの時代から、
暗号化のアルゴリズムは、軍事技
術の歴史とともに発達してきた。
現在はインターネットの普及や計
算機の処理速度の向上にともない、
暗号の解読にかかる時間はどんど
ん短くなっている。古いアルゴリ
ズムは徐々に新しいアルゴリズム
に置き換えられていく運命にある。

暗号化技術の
種類と歴史

　2010　Vol.22

送信

図　公開鍵基盤（PKI）による本人確認の仕組み

Aが送信したいデータのダイジェスト（ハッシュ値）を秘密鍵で暗号化したのがデジタル署名。こ
れを平文データと公開鍵証明書（第三者機関が審査した公開鍵と本人情報のセットを証明するデー
タ）とともに Bに送ると、Bは公開鍵でデジタル署名を復号する。無事開けば、これは Aが暗号化
したものだと保証される。

送信者
（電子文書作成者）

電子文書

ハッシュ関数

ハッシュ値

暗号化

デジタル署名

デジタル署名

復号

比較

ハッシュ値

ハッシュ関数

電子文書
送信者の秘密鍵

抽出

ハッシュ値

送信者の公開鍵

電子証明書

送信者の
公開鍵

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

デジタル署名

デジタル署名

デジタル署名 デジタル署名

1

2

3

6

4

3

電子文書 電子文書

っ
て
、
安
全
な
暗
号
化
は
実
現
し

た
が
、
そ
の
ペ
ア
の
所
有
者
が
本

人
で
あ
る
か
ど
う
か
は
簡
単
に
証

明
で
き
な
い
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た

の
が
、
信
頼
で
き
る
第
三
者
機
関

が
公
開
鍵
と
そ
の
所
有
者
の
本
人

確
認
を
行
い
、「
証
明
書
（
公
開
鍵

証
明
書
）」
を
発
行
す
る
と
い
う
仕

組
み
だ
。
こ
う
し
て
公
開
鍵
を
保

証
し
配
布
す
る
シ
ス
テ
ム
全
体
を

「
公
開
鍵
基
盤
（
Ｐ
Ｋ
Ｉ
）」
と
呼
ぶ
。

　

別
図
で
示
す
よ
う
に
、
公
開
鍵

基
盤
に
お
け
る
本
人
確
認
も
、
公

開
鍵
暗
号
化
方
式
を
も
と
に
成
り

立
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
鍵
の
ペ
ア

を
持
つ
Ａ
さ
ん
が
、
秘
密
鍵
で
暗

号
化
を
行
っ
た
「
電
子
署
名
」
を

Ｂ
さ
ん
に
送
る
。
Ｂ
さ
ん
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い

る
公
開
鍵
で
そ
の
電
子
署
名
を
開

く
。
す
る
と
、
こ
の
公
開
鍵
で
開

く
こ
と
が
で
き
る
の
は
Ａ
さ
ん
の

秘
密
鍵
で
暗
号
化
さ
れ
た
も
の
だ

け
な
の
で
、
署
名
の
主
が
Ａ
さ
ん

で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
わ
け

だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
公
開
鍵
を
第

三
者
機
関
に
問
い
合
わ
せ
れ
ば
、

こ
の
公
開
鍵
が
確
実
に
Ａ
さ
ん
本

人
の
も
の
だ
と
証
明
で
き
る
。

　
「
Ｓ
Ｓ
Ｌ
通
信
中
は
ブ
ラ
ウ
ザ

に
鍵
の
マ
ー
ク
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
、
相
手
の
サ
ー
バ
か
ら

証
明
書
と
公
開
鍵
が
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
送
ら
れ
て
く
る
の
で
、
ブ
ラ

ウ
ザ
側
で
は
、
毎
回
こ
の
証
明
書

の
正
し
さ
を
ブ
ラ
ウ
ザ
内
で
確
か

め
ま
す
。
証
明
書
が
正
し
け
れ
ば
、

公
開
鍵
で
デ
ー
タ
を
暗
号
化
し
て
、

そ
の
サ
ー
バ
に
送
信
す
る
と
い
う

仕
組
み
で
す
」

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
心
構
え

　

以
上
の
よ
う
な
暗
号
化
通
信
方

式
は
、
通
常
は
サ
ー
バ
や
ブ
ラ
ウ

ザ
の
機
能
と
し
て
処
理
さ
れ
、
使

用
者
の
意
識
に
は
の
ぼ
ら
な
い
部

分
で
あ
る
。
で
は
ユ
ー
ザ
ー
は
何

に
注
意
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
Ｓ
Ｓ
Ｌ
通
信
の
シ
ス
テ
ム
自
体

が
破
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
通
信

中
に
デ
ー
タ
が
盗
ま
れ
る
心
配
は

ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。
情
報
漏
え
い
は
、

む
し
ろ
デ
ー
タ
を
管
理
す
る
側
の
不

注
意
で
起
こ
る
も
の
で
、
そ
の
場
合

は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
と

し
て
は
、
な
る
べ
く
最
新
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
に
対
応
し
た
ソ
フ
ト
を

使
う
こ
と
、
ま
た
怪
し
げ
な
サ
イ
ト

に
不
用
意
に
重
要
な
情
報
を
送
ら

な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
で
す
」
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E
U
の
ガ
リ
レ
オ
計
画
と

通
行
料
金
徴
収
シ
ス
テ
ム

　

現
在
２
０
１
３
年
の
運
行
を
メ
ド
に
、
E
U
（
欧
州
連
合
）

で
進
め
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ガ
リ
レ
オ
計
画
が
あ

る
。
こ
れ
は
衛
星
を
利
用
し
た
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム

だ
。
高
度
２
万
３
０
０
０
km
の
軌
道
を
周
回
し
て
い
る
衛
星

30
基
の
電
波
信
号
を
利
用
し
て
経
度
・
緯
度
・
高
度
を
割
り
出

し
、受
信
機
の
持
ち
主
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
で
自
分
の
位
置
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

E
U
版
の
G
P
S
で
あ
る
。

　

一
方
、
こ
の
衛
星
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
た
別
の
計
画
も
検
討
さ

れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
走
る
す
べ
て
の
車
両
に
ガ
リ
レ
オ

に
対
応
し
た
送
信
機
の
搭
載
を
義
務
づ
け
、
通
行
料
金
徴
収
シ

ス
テ
ム
を
導
入
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム

を
導
入
す
る
こ
と
で
利
用
者
は
、
高
速
料
金
所
の
混
雑
時
の
渋

滞
が
解
消
さ
れ
た
り
、
現
金
授
受
の
手
間
を
は
ぶ
く
こ
と
が
で

き
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
道

路
を
走
る
た
び
に
料
金
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
利
用
者

に
と
っ
て
の
負
担
は
相
当
な
も
の
と
な
ろ
う
。

　

実
は
そ
の
背
景
に
は
、
車
社
会
が
抱
え
て
い
る
大
き
な
問

題
が
控
え
て
い
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
優
先
で
考
え
れ
ば
、
今
後
も
車

の
使
用
が
増
え
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
そ
こ
で
通
行
料
金
徴
収

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
そ
の
料
金
を
将
来
的
に
は
鉄
道
に
回
し

て
、
お
年
寄
り
や
子
ど
も
が
も
っ
と
自
由
に
移
動
で
き
る
よ
う

に
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
意
図

は
、
車
の
使
用
を
抑
え
る
こ
と
で
CO2
の
排
出
量
を
減
ら
そ
う
と

い
う
も
の
だ
。
自
動
車
メ
ー
カ
ー
も
そ
う
は
さ
せ
じ
と
、
通
行

料
金
徴
収
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
る
前
に
、
環
境
に
配
慮
し
た

自
動
車
を
導
入
し
て
通
行
料
金
徴
収
シ
ス
テ
ム
を
回
避
し
よ
う

と
い
う
動
き
も
進
ん
で
お
り
、
い
ま
E
U
で
は
ガ
リ
レ
オ
計
画
を

め
ぐ
っ
て
慌
た
だ
し
い
動
き
が
進
行
し
て
い
る
。（
談
）


