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「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
⒁

　
　
　
　

 

近
代
欧
米
の
都
市
施
設

◇
忙
し
か
っ
た
10
月

　

こ
の
号
の
た
め
に
、
前
号
の
「
日
本
の
官
市
」
の
そ

の
後
の
こ
と
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
現

実
の
市
場
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
舞
い
込
ん
で
き
た
。

そ
の
中
で
も
10
月
中
旬
に
な
っ
て
か
ら
の
中
央
卸
売
市

場
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
に
は
、《
メ
ガ
テ
ン
》
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
３
回
目
は
「
市

場
の
大
変
貌
」
と
題
し
て
、
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）

年
四
月
に
公
布
施
行
さ
れ
た
「
中
央
卸
売
市
場
法
」
の

成
立
過
程
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
私
の
「
い
ち
ば
体

験
」
を
交
え
て
物
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
に
を
物
語
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
江
戸
時
代
を
通

じ
て
「
公
儀
の
御
用
達
」
の
名
目
で
市
場
を
形
成
し
た

町
人
経
営
の
魚
問
屋
や
青
物
問
屋
（
と
も
に
私
企
業
）

の
活
動
を
継
承
し
て
き
た
東
京
、
い
や
全
国
の
生
鮮
食

品
の
卸
売
市
場
が
、
一
挙
に
「
公
営
」
の
施
設
に
「
収

容
」
さ
れ
た
こ
と
を
中
心
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
き
っ
か
け
は
、
当
時
の
支
配
層
の
最
大
関
心
事

だ
っ
た
《
赤
化
》
防
止
の
た
め
の
「
社
会
事
業
」
の
一

環
を
な
す
政
策
の
実
現
だ
っ
た
。今
に
し
て
思
え
ば「
共

産
主
義
」
に
も
と
づ
く
思
想
を
「
防
止
」
す
る
た
め
に

「
社
会
事
業
」
的
な
意
図
を
も
っ
て
、
江
戸
以
来
の
私
企

業
活
動
を
「
公
設
」
の
場
に
収
容
し
て
統
制
す
る
こ
と

を
目
標
に
し
た
施
設
だ
っ
た
と
い
え
よ
う（
当
時
の「
中

央
卸
売
市
場
法
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ

あ
る
の
で
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
に
は
立
ち
入
ら
な
い
）。

　

第
一
次
世
界
大
戦
を
境
に
、
世
界
の
政
治
的
・
経
済

的
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
宗
主
国
と
植
民
地
間
を

は
じ
め
、
立
憲
君
主
国
と
自
由
主
義
民
主
を
タ
テ
マ
エ

と
す
る
新
興
国
、
さ
ら
に
人
民
社
会
主
義
国
と
の
対
比

と
対
立
が
か
ら
み
、
そ
れ
に
加
え
て
各
地
域
ご
と
の
そ

の
特
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
の
動
向
に
反
映
し
て
、
複

雑
な
勢
力
分
野
の
「
市
場
地
図
」
を
出
現
さ
せ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
図
式
そ
っ
く
り
に
極
東
の
島
国
・
日
本

は
《
寝
耳
に
水
》
の
開
国
を
強
い
ら
れ
た
あ
げ
く
、「
和

魂
洋
才
」「
文
明
開
化
」
時
代
を
経
て
、
近
代
国
家
の
仲

間
入
り
を
し
て
、
日
清
・
日
露
・
朝
鮮
併
合
と
極
東
の

市
場
化
に
励
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
反
面
、君
主
国
の「
お

膝
元
」
の
臣
民
社
会
は
著
し
く
不
均
等
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
現
代
の
某
国
の
臨
海
部
と
内
陸
部
と
の
経
済
格
差

以
上
の
大
差
が
あ
っ
た
社
会
で
も
あ
っ
た
。
と
く
に
そ

れ
が
集
約
的
に
現
れ
る
近
代
都
市（
当
時
は
六
大
都
市
）

で
は
「
細さ
い

民み
ん

」
層
が
激
増
し
て
、
多
彩
な
都
市
問
題
を

発
生
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
線
で
見
る
と
「
中

央
卸
売
市
場
法
」
の
成
立
・
実
施
は
そ
の
都
市
問
題
解

決
の
一
方
法
と
し
て
、
出
現
し
た
も
の
で
臣
民
の
最
下
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層
に
照
準
を
定
め
ら
れ
た
も
の
と
も
言

え
る
。

◇
10
月
中
旬
の
新
聞
見
出
し

　

こ
の
よ
う
な
約
80
年
前
か
ら
の
《
歴

史
》
を
持
つ
「
中
央
卸
売
市
場
法
」
な

ら
ぬ
現
行
の
「
卸
売
市
場
法
」
に
つ
い

て
、
そ
の
【
廃
止
】
を
求
め
る
動
向
を

17
日
の
新
聞
記
事
の
見
出
し
に
見
た
感

慨
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
政
権

交
代
で
政
治
と
行
政
と
の
間
の
関
係
が

一
変
す
る
？
こ
と
が
、
連
日
の
テ
レ
ビ

番
組
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
最
中

に
、
地
味
な
目
立
た
ぬ
ス
ペ
ー
ス
で
の

報
道
だ
が
、「
卸
売
市
場
法
【
廃
止
】
求

め
る
」
の
文
字
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
も

の
で
あ
っ
た
。

　

報
道
に
よ
る
と
、
こ
の
動
き
は
水
産

市
場
関
係
者
が
主
体
に
な
っ
て
構
成
さ

れ
た
「
卸
売
市
場
の
あ
り
方
研
究
会
」

が
中
間
的
結
論
と
し
て
発
表
し
た
も
の

で
、
近
く
政
府
に
訴
え
て
ゆ
く
方
針
だ

と
あ
る
。

　

そ
の
政
府
側
で
も
す
で
に
前
日
の
16

日
に
「
卸
売
市
場
の
将
来
研
究
会
」
を

設
置
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
2
0
1
0
年
を
メ
ド
に
、

現
行
の
第
８
次
卸
売
市
場
整
備
計
画
の

「
中
央
卸
売
市
場
の
統
廃
合
・
再
編
計

画
」
と
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
が

目
標
だ
と
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
す
で

に
【
統
廃
合
】
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
り
、
今
度
は
そ
の
度
合
い
が
強

ま
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　

新
聞
の
活
字
で
見
た
限
り
で
は
16
日

に
「
政
府
側
」
が
あ
る
程
度
の
成
案
を

得
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
し
、
翌
17
日

の
水
産
市
場
関
係
者
側
の
【
廃
止
】
論

と
は
「
鶏
と
卵
」
の
関
係
で
あ
る
こ
と

も
推
定
さ
せ
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
追
い
討
ち
を
か
け
た
の
が
18

日
の
政
権
交
代
以
後
の
政
治
家
の
市
場

初
登
場
記
事
で
、「
中
央
卸
売
市
場
の
機

能
強
化
」
の
小
さ
い
見
出
し
の
８
行
記

事
に
「
赤
松
広
隆
農
相
は
早
朝
、
視
察

の
た
め
に
訪
れ
た
名
古
屋
市
中
央
卸
売

市
場
（
名
古
屋
市
）
で
記
者
団
に
、
食

の
安
全
や
安
定
供
給
、
価
格
維
持
の
観

点
か
ら
全
国
的
に
中
央
卸
売
市
場
の
機

能
を
強
化
す
る
考
え
を
示
し
た
」
と
報

じ
ら
れ
た
。

　

こ
こ
で
思
い
出
を
述
べ
る
と
、
東
京

の
中
央
卸
売
市
場
で
は
昭
和
30
年
代
か

ら
40
年
代
（
つ
ま
り
60
～
70
年
代
）
に

わ
た
る
時
代
で
も
、
農
相
や
都
知
事
が

代
わ
る
た
び
に
恒
例
的
に
卸
売
市
場
の

視
察
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
何
回
も
述
べ
て
い
る
よ

う
に
卸
売
り
の
段
階
で
は
《
公
正
》
な

「
セ
リ
」
で
取
引
さ
れ
る
が
、
中
卸
の
段

階
で
は
江
戸
以
来
の
相
対
取
引
で
生
鮮

食
品
は
流
通
し
て
い
た
。
旧
態
依
然
で

は
な
く
て
旧
態
墨
守
、
商
人
道
を
強
固

に
守
る
た
め
に
も
新
任
大
臣
や
首
長
に

は
建
前
と
し
て
の
「
セ
リ
」
風
景
を
見

せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
流
通

に
関
す
る
市
場
行
政
措
置
は
経
済
立
法

の
「
市
場
法
」
で
は
な
く
、
赤
化
防
止

と
治
安
確
保
の
た
め
の
施
設
だ
っ
た
か

ら
、
消
費
者
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
無
視

さ
れ
て
い
た
感
が
あ
っ
た
時
代
の
こ
と

で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
新
任
の
農
相
や
都
知
事

は
長
靴
を
は
か
さ
れ
て
「
市
場
風
景
」

の
点
景
に
は
な
り
え
て
も
、
保
守
・
革

新
を
問
わ
ず
い
わ
ゆ
る
《
流
通
革
命
》

の
旗
手
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
開
明

的
な
市
場
人
は
そ
の
点
景
を
セ
レ
モ

ニ
ー
だ
と
苦
笑
交
じ
り
に
つ
ぶ
や
い
て

い
た
。

　

前
期
の
新
聞
記
事
に
対
す
る
感
想
と

し
て
は
政
治
家
主
導
内
閣
に
お
け
る

「
赤
松
広
隆
農
相
は
早
朝
、
視
察
」
は
セ

レ
モ
ニ
ー
で
は
な
い
と
い
い
た
い
が
、

そ
の
「
早
朝
」
の
談
話
で
は
「
市
場
の

機
能
を
強
化
」、つ
ま
り
規
制
手
段
と
し

て
の
卸
売
市
場
を
目
指
し
て
い
る
よ
う

に
も
受
け
取
れ
る
。

　

つ
ぎ
つ
ぎ
と
古
証
文
を
持
ち
出
す
よ

う
だ
が
、
16
日
の
「
政
府
側
」
が
予
定

し
て
い
る
第
８
次
卸
売
市
場
整
備
計
画

改
定
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
も
こ
の
シ

リ
ー
ズ
（
３
）、（
第
1
2
4
号
・
平
成

18
年
２
月
発
行
）
で
触
れ
て
い
る
。

　
「
第
何
次
何
々
計
画
」
と
は
、
か
つ
て

は
社
会
主
義
国
が
得
意
だ
っ
た
「
何
々

五
カ
年
計
画
」
な
ど
と
い
う
、
年
限
を

限
っ
て
段
階
的
に
計
画
と
そ
の
達
成
を

図
る
方
式
の
こ
と
で
、
私
の
目
に
は
社

会
主
義
政
権
特
有
の
手
法
に
見
え
る
。

一
方
で
は
こ
れ
も
今
話
題
の
八
ツ
場
ダ

ム
は
「
計
画
」
が
で
き
て
か
ら
57
年
目

だ
と
い
う
長
期
計
画
＝
無
計
画
の
例
も

あ
る
。

　
「
卸
売
市
場
法
」体
制
に
な
っ
て
か
ら

で
も
、
第
八
次
に
お
よ
ぶ
計
画
の
繰
り

返
し
は
、
そ
の
法
体
系
が
変
転
を
続
け

る
現
実
の
前
に
非
常
に
不
安
定
で
あ
る

こ
と
を
物
語
る
。
激
動
す
る
現
実
に
振

り
回
さ
れ
て
い
る
状
況
を
反
映
し
て
い

る
と
見
る
と
、
は
な
し
は
簡
単
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
さ
て
こ
れ

か
ら
が
見
も
の
で
あ
る
。
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◇
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
と
市
場
論

　

10
月
19
日
の
『
日
本
経
済
新
聞
』
の

「
経
済
教
室
」（
19
ペ
ー
ジ
）
に
、
東
京

大
学
の
柳
川
範
之
氏
が
、《
今
年
の
ノ
ー

ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者
の
、
米
イ
ン
デ

ィ
ア
ナ
大
学
の
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ

ム
教
授
と
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

バ
ー
ク
レ
ー
校
の
オ
リ
バ
ー
・
ウ
ィ
リ

ア
ム
ソ
ン
名
誉
教
授
に
授
与
さ
れ
た
こ

と
を
報
じ
、
そ
の
理
由
は
彼
ら
の
組
織

や
制
度
な
ど
の
非
市
場
型
メ
カ
ニ
ズ
ム

分
析
に
関
す
る
勝
れ
た
研
究
に
あ
る
》

と
紹
介
し
、
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
の
場
合

は
「
共
有
地
の
悲
劇
」
と
呼
ば
れ
る
現

象
に
対
し
て
新
し
い
視
点
を
提
供
し
た

こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
「
共
有
地
の
悲
劇
」
と
は
「
例

え
ば
水
産
資
源
の
あ
る
池
を
数
人
で
共

有
し
て
い
る
場
合
を
考
え
よ
う
。
こ
の

場
合
、
自
分
が
魚
を
と
る
と
そ
の
分
、

他
の
人
が
取
れ
る
魚
が
減
る
と
い
う
マ

イ
ナ
ス
の
効
果
を
も
た
ら
す
。
し
か
し

そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
に
魚
を
取
っ
て
も
よ

け
れ
ば
、
そ
の
他
の
所
有
者
へ
の
マ
イ

ナ
ス
を
考
慮
せ
ず
に
行
動
す
る
た
め
、

結
果
的
に
は
乱
獲
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
、
共
有
地
に
は
何
ら
か
の
規

制
が
必
要
だ
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
て

き
た
。
だ
が
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
は
、
現

実
に
は
、
規
制
や
政
府
介
入
が
な
く
て

も
、
利
用
者
の
共
同
体
が
、
ル
ー
ル
や

そ
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
（
執
行
）

を
自
分
た
ち
で
行
い
、
う
ま
く
統
治
し

て
い
る
例
が
多
い
こ
と
を
証
明
し
た

（
以
下
略
）。」
と
す
る
。

　

蛇
足
だ
が
こ
の
こ
と
が「
非
市
場
型
」

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
だ
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。

　

…
こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
て
私
は
思
わ

ず
天
を
仰
い
だ
。
何
の
こ
と
は
な
い
こ

の
シ
リ
ー
ズ
（
９
）、
第
1
3
0
号
（
08

年
２
月
発
行
）
の
後
半
で
は
、
14
世
紀

半
ば
の
関
東
地
方
＝
武
蔵
国
鷲
宮
で
成

立
し
た
「
市
場
之
祭
文
」
の
全
文
を
掲

げ
、
そ
の
「
統
治
」
の
原
理
を
紹
介
し

て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
西
欧
諸
国
の
経
済
学
の
《
た

と
え
話
》
で
は
、
際
限
の
無
い
私
利
を

追
求
し
た
あ
げ
く
の
悲
劇
を
ど
の
よ
う

に
「
統
治
」
し
「
執
行
」
し
て
解
決
す

る
か
が
、
あ
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
関
わ
る

大
問
題
な
の
だ
が
、
日
本
で
は
共
有
地

＝
「
市
」
の
開
か
れ
る
場
所
は
、
そ
の

地
域
の
公
共
的
空
間
で
あ
り
、
そ
の

「
場
」が
平
和
に
保
た
れ
て
い
る
状
況
を

「
衆
生
の
宝
」だ
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
神
仏
と
同
じ
神
聖
な
も
の
だ
と
繰
り

返
し
強
調
す
る
。
こ
の
「
衆
生
の
宝
」

と
は
天
与
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
地

域
住
民
の
合
意
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
無
い
。
さ
ら
に
言
う
な
ら

ば
そ
の
よ
う
な
市
場
観
は
江
戸
時
代
の

問
屋
株
仲
間
の
運
営
に
ま
で
脈
々
と
生

き
て
い
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ

う
。

　

神
仏
で
は
な
く
09
年
と
い
う
時
点
で

柳
川
氏
の
経
済
教
室
は《
・
今
年
の
ノ
ー

ベ
ル
賞
、「
統
治
」
分
析
に
脚
光
・「
非

市
場
型
」
分
析
、
市
場
機
能
の
否
定
に

あ
ら
ず
・
政
府
の
規
制
や
介
入
に
頼
ら

ず
民
間
で
工
夫
を
》
と
の
ま
え
が
き
付

き
で
「
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
に
オ
ス
ト

ロ
ム
氏
ら
『
市
場
の
失
敗
』
は
民
間
で

補
完
」
す
る
社
会
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
分
析
結
果
が
受
賞
に
値
し
た

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
14
世
紀
中
葉
の
武
蔵
国
の

市
場
と
、
西
欧
現
代
社
会
の
主
と
し
て

金
融
市
場
と
は
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い

の
だ
が
、
一
般
的
に
学
問
上
の
原
理
・

原
則
は
「
時
代
」
を
超
越
し
て
長
生
き

を
す
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
《
タ

イ
ム
・
ラ
グ
》
つ
ま
り
歴
史
的
視
角
か

ら
す
る
と
、「
私
利
の
徹
底
追
求
の
結
果

の
悲
劇
」
と
、「
い
ち
ば
」
を
「
衆
生
の

宝
」
と
見
た
彼
我
の
民
度
の
差
だ
と
も

い
え
よ
う
。

◇
不
安
定
な
市
場

　

こ
の
柳
川
範
之
氏
の
「
経
済
教
室
」

に
は
「
非
市
場
型
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

関
す
る
分
析
を
対
象
に
し
た
主
な
ノ
ー

ベ
ル
賞
」
と
題
す
る
表
が
あ
る
。
西
欧

の
経
済
学
の
分
野
で
は
「
市
場
」
の
ど

ん
な
箇
所
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
困
惑

し
て
い
る
か
が
一
目
し
て
理
解
で
き
る

資
料
で
あ
る
。
表
組
を
と
い
て
そ
の
内

容
を
列
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

受
賞
年
次
・
受
賞
者
・
受
賞
理
由
の
順

で
あ
る
。

　

91
年　

 

R
・
コ
ー
ス
。
制
度
上
の
構

造
と
経
済
機
能
に
お
け
る
取

引
費
用
と
財
産
権
の
発
見
と

明
確
化
。

　

02
年　

 

D
・
カ
ー
ネ
マ
ン
、
V
・
ス

ミ
ス
。
行
動
経
済
学
と
実
験

経
済
学
と
い
う
新
分
野
の
開

拓
へ
の
貢
献
。

　

05
年　

 

R
・
オ
ー
マ
ン
、
T
・
シ
ェ

リ
ン
グ
。
ゲ
ー
ム
理
論
の
分

析
を
通
じ
て
対
立
と
協
力
の

理
解
を
深
め
た
。

　

07
年　

 

L
・
ハ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
、
E
・



－ －

第 135 号

6524

マ
ス
キ
ン
、
R
・
マ
イ
ヤ
ー

ソ
ン
。
メ
カ
ニ
ズ
ム
デ
ザ
イ

ン
の
理
論
の
基
礎
を
確
立
。

　

09
年　

 

E
・
オ
ス
ト
ロ
ム
、
O
・
ウ

ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
。
経
済
的
な

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
分

析
。

な
ど
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
受
賞
理
由

に
用
い
ら
れ
た
日
本
語
の
表
現
の
そ
れ

ぞ
れ
の
意
味
を
、
平
易
に
書
き
直
す
と

す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
「
市
場
原
理
」
と

表
現
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
特
有
の

原
則
や
ル
ー
ル
だ
け
で
は
「
い
ち
ば
」

機
能
は
維
持
で
き
ず
、「
市
場
原
理
」
以

外
の
一
般
的
良
識
（
こ
れ
が
非
市
場
型

メ
カ
ニ
ズ
ム
）
の
援
用
が
必
要
に
な
る

と
い
う
話
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
も
う
一
つ
の
視
角
か
ら
見
れ

ば
、
一
時
、
猫
も
杓
子
も
C
S
R
つ
ま

り
企
業
の
社
会
的
責
任
と
い
っ
た
角
度

か
ら
の
「
非
市
場
型
」
要
素
の
再
認
識

が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
こ

れ
な
ど
は
日
本
で
は
江
戸
時
代
か
ら
広

範
な
社
会
的
常
識
と
し
て
確
立
し
て
い

た
理
念
の
、
U
タ
ー
ン
現
象
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
企
業
体
の
組
合
で

あ
る
「
問
屋
株
仲
間
」
活
動
の
基
本
的

な
要
素
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
、
実
行

さ
れ
て
い
た
理
念
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
あ
ら
ぬ
か
最
近
で
は
C
S
R
は

G
S
R
、
つ
ま
りG

lobal Social 
Responsibility

と
読
み
替
え
ら
れ
る

よ
う
な
動
き
さ
え
発
生
し
て
い
る
。
市

場
の
巨
大
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
そ
の

よ
う
な
言
葉
を
生
み
出
し
た
と
も
言
え

る
。
こ
の
非
市
場
型
論
理
が
巨
大
市
場

の
維
持
運
営
に
は
欠
か
せ
ぬ
要
素
だ
と

認
識
さ
れ
始
め
た
の
も
、
残
念
な
が
ら

つ
い
最
近
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

く
ど
く
な
る
が
大
規
模
・
活
発
な
市

場
活
動
を
維
持
し
て
ゆ
く
の
に
は
、
市

場
の
立
地
す
る
地
域
社
会
の
政
治
的
・

社
会
的
風
土
と
は
無
関
係
に
は
過
ご
し

き
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
、
具
体
的
な

市
場
活
動
の
前
途
に
立
ち
現
れ
た
こ
と

へ
の
反
省
だ
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

◇
古
代
日
本
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ

　

12
日
の
体
育
の
日
の
夜
九
時
か
ら
の

N
H
K
B
S
２
テ
レ
ビ
が
面
白
か
っ

た
。
題
し
て
「
古
代
日
本
の
ハ
イ
ウ
ェ

イ
」、
古
代
（
７
～
８
世
紀
）
の
律
令
制

政
府
が
「
五
畿
八
道
」
を
結
ぶ
、
総
延

長
は
現
在
の
高
速
道
路
幹
線
と
ほ
ぼ
同

じ
長
さ
で
、
幅
は
約
50
m
の
道
路
を
推

定
延
べ
三
千
万
人
を
動
員
し
て
建
設
し

た
と
さ
れ
る
道
路
遺
跡
の
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
だ
っ
た
。

　

す
ぐ
に
思
い
出
し
た
の
が
96
年
（
平

成
８
）
に
国
分
寺
市
に
あ
っ
た
鉄
道
学

園
跡
地
の
巨
大
な
道
路
遺
跡
（
現
・
同

市
泉
町
）
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
東
山
道

武
蔵
路
」
の
見
学
会
の
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
夜
の
テ
レ
ビ
画
面
に
は
何

回
か
繰
り
返
し
映
し
出
さ
れ
た
古
代
ハ

イ
ウ
ェ
イ
図
に
は
、
な
ぜ
か
「
東
山
道

武
蔵
路
」
は
描
か
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ

っ
て
し
ま
っ
た
。

　

寒
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
勢
の
見
学

者
と
と
も
に
、
あ
の
武
蔵
路
の
発
掘
現

場
を
実
際
に
見
た
も
の
に
は
何
か
中
途

半
端
な
映
像
だ
っ
た
の
が
、
あ
の
と
き

見
学
に
同
道
し
た
も
の
と
共
通
の
感
想

だ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
感
想
と
は
別
に
、
こ
の

シ
リ
ー
ズ
（
12
）・（
1
3
3
号
・
平
成

21
年
２
月
発
行
）
で
取
り
上
げ
た
『
魏

志
倭
人
伝
』
中
の
「
市
」
に
つ
い
て
書

い
た
こ
と
と
テ
レ
ビ
映
像
と
を
頭
の
中

で
総
合
さ
せ
て
み
る
と
、
古
代
の
大
路

＝
官
道
そ
の
も
の
が
「
市
」
の
機
能
を

果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

感
想
が
生
れ
た
。

　

つ
ま
り
強
力
な
官
の
施
設
そ
の
も
の

が
「
非
市
場
型
」
管
理
シ
ス
テ
ム
の
恩

恵
を
こ
う
む
っ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ

ら
れ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。

　

注　
「
東と
う

山せ
ん

道ど
う

武む
さ
し蔵
路み
ち

」

　

 　

東
京
の
範
囲
の
大
部
分
を
占
め
る

武
蔵
国
は
、
は
じ
め
は
「
東
山
道
」

（
ほ
ぼ
近
世
の
中
山
道
の
コ
ー
ス
に

相
当
す
る
）
に
所
属
し
て
い
た
。
だ

が
神
護
景
雲
２
（
7
6
8
）
年
に
、

「
武
蔵
国
は
山
海
両
路
を
承う

け
て
使

命
繁は
ん

多た

」
と
い
う
理
由
で
、
武
蔵
国

か
ら
東
海
道
所
属
の
下
総
国
に
直
接

通
じ
る
駅
馬
の
増
設
を
命
じ
ら
れ
、

そ
の
三
年
後
の
宝
亀
２
（
7
7
1
）

年
に
は
、
改
め
て
東
海
道
に
《
所
属

替
え
》
を
命
じ
ら
れ
た
。
東
山
道
武

蔵
路
は
武
蔵
国
府
（
府
中
市
）
か
ら

上
野
・
下
野
両
国
と
連
絡
す
る
幹
線

道
路
の
実
在
を
確
認
さ
せ
た
。

　

 　

な
お
こ
の
武
蔵
路
は
相
模
湾
内
の

高こ

麗ま

山や
ま

→
平ひ
ら

間ま

→
当た
い

麻ま

を
経
て
、
武

蔵
の
多た

磨ま

→
狭さ

山や
ま

→
入い
る

間ま

→
児こ

玉だ
ま

で

利
根
川
を
渡
り
、
群く
る

馬ま

→
吾あ
が

妻つ
ま

→
浅あ
さ

間ま

→
筑ち
く

摩ま

で
東
山
道
に
通
じ
た
。
い

わ
ば
東
国
に
お
け
る「
山
の
辺
の
道
」

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
れ
も
地
名
の

語
尾
に
「
ま
」
が
つ
く
の
が
特
徴
で

あ
る
。


