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日
本
国
内
、
特
に
東
京
都
内
に
お
け
る
住
宅
価
格
の
高
騰
は
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
令
和
五
年
の
統
計
の
中
に

は
、
東
京
二
十
三
区
内
に
お
け
る
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
の
平
均
価
格
が
一
億
円
を
超
え
た
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
多
く
の
一
般
国

民
が
住
宅
を
購
入
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
加
え
て
、
投
資
目
的
に
よ
る
不
動
産
取
得
が
加
速
し
て
お
り
、
居
住
実
態
の
な
い

空
室
物
件
の
存
在
が
、
都
市
部
の
住
宅
供
給
の
逼
迫
と
住
宅
価
格
の
上
昇
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
直
近
の
報
道
で
は
、
マ
ン

シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
の
所
有
者
が
外
国
人
に
代
わ
り
、
不
動
産
賃
貸
契
約
の
更
新
時
に
家
賃
を
極
め
て
高
額
に
引
き
上
げ
ら
れ

た
た
め
、
住
民
が
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
例
が
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
、
民
法
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
外
国
人
は
、
法
令
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る

場
合
を
除
き
、
私
権
を
享
有
す
る
」
と
さ
れ
る
が
、
同
条
の
趣
旨
に
は
、
相
互
主
義
の
原
則
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
有
力
学

説
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
が
そ
の
国
に
お
い
て
不
動
産
所
有
を
許
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
国
の
国
民
に

も
日
本
国
内
で
の
不
動
産
所
有
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
政
府
か
ら
は
令
和
五
年
六
月
三
十
日
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
二
一
一
第
一
四
六
号
）
に
お
い
て
「
「
日
本
の
民

法
に
お
け
る
不
動
産
所
有
の
原
則
で
あ
る
相
互
主
義
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
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困
難
で
あ
る
」
と
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
か
つ
て
我
妻
教
授
が
述
べ
た
よ
う
に
、
外
国
人
の
私
法
上
の

権
利
能
力
に
関
す
る
国
際
私
法
の
基
礎
に
は
、
各
国
の
法
制
度
と
の
間
の
公
平
な
取
扱
い
、
す
な
わ
ち
相
互
主
義
が
存
在
し
て

い
る
べ
き
で
あ
る
と
の
法
理
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

 

実
際
、
欧
州
諸
国
を
含
む
複
数
の
国
で
は
、
外
国
人
の
不
動
産
取
得
に
対
し
自
国
民
と
異
な
る
制
限
を
設
け
て
い
る
。
例
え

ば
、
中
国
本
土
で
は
、
土
地
の
私
有
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
も
、
外
国
人
に
よ
る
土
地
所
有
は
禁
止

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
ほ
と
ん
ど
無
制
限
に
外
国
人
に
不
動
産
所
有
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
都

市
部
の
不
動
産
市
場
が
投
機
的
資
本
に
よ
り
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
る
に
、
今
後
、
住
宅
政
策
の
公
正
性
お
よ
び
国
益
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
外
国
人
の
不
動
産
所
有

に
対
し
て
相
互
主
義
の
適
用
を
厳
格
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

日
本
の
民
法
に
お
け
る
相
互
主
義
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
法
理
に
基
づ
く
原
則
で
あ
る
か
。
政
府
の
認
識
如

何
。 

二 

外
国
人
に
よ
る
日
本
国
内
で
の
不
動
産
所
有
に
つ
い
て
、
現
在
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
国
民
に
一
律
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
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示
さ
れ
た
上
で
、
国
籍
を
条
件
に
何
ら
か
の
制
限
を
課
し
て
い
る
国
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
国
と
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ

示
さ
れ
た
い
。 

三 

前
問
に
お
い
て
、
日
本
人
が
不
動
産
を
所
有
で
き
な
い
国
の
国
民
に
対
し
て
も
、
日
本
国
内
で
の
不
動
産
所
有
を
無
制
限

に
認
め
る
こ
と
は
、
制
度
的
な
不
公
平
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

四 

欧
州
諸
国
や
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
外
国
人
の
不
動
産
所
有
に
対
す
る
制
限
の
事
例
を
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識

し
て
い
る
か
。
相
互
主
義
の
観
点
も
踏
ま
え
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

相
互
主
義
を
徹
底
す
る
た
め
に
、
日
本
人
が
当
該
国
で
不
動
産
を
所
有
で
き
な
い
国
の
国
民
に
は
、
日
本
国
内
で
の
不
動

産
所
有
を
制
限
す
る
た
め
の
外
国
人
土
地
法
の
改
正
を
検
討
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
如
何
。 

六 

マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
不
動
産
の
価
格
高
騰
の
一
因
が
、
外
国
人
に
よ
る
投
資
目
的
で
の
所
有
に
あ
る
と
の
認
識
を
政
府
と
し

て
有
し
て
い
る
か
。
有
し
て
い
な
い
場
合
は
、
今
後
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
た
調
査
・
分
析
を
実
施
す
る
意
思
が

あ
る
か
。 

七 

東
京
二
十
三
区
の
住
宅
市
場
に
お
い
て
、
居
住
目
的
で
は
な
く
投
資
目
的
で
取
得
さ
れ
た
不
動
産
が
占
め
る
割
合
に
つ
い

て
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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右
質
問
す
る
。 


