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カ
ス
テ
ル
に
お
け
る
都
市
空
間
の
変
容

ー

都
市
と
社
会
の
分
析
に
向
け
て
ー

関

嘉

寛

〈
要
旨
V

今
日
、
都
市

化
の
進
行
な
ど

に
よ
り
都
市
社
会

に
対
し

て
、
多

く
の
関
心
が
寄
せ
ら

れ
て

い
る
。

し
か
し
、
伝
統
的
都
市

社
会
学

で
あ

る
シ
カ
ゴ
学
派
が

そ
う

で
あ

っ
た
よ

う

に
、
都
市
が

示
す
様
相

の
あ

ま
り

の
多
様
さ
ゆ

え
に
、
そ
れ

に
対

し
て
理
論
枠
組

み

を
与
え
る
と

い
う
作

業
が
手
薄

に
な

っ
て
き
た

こ
と

は
否
め
な

い
。
し
か
し
、
都
市
が

多

様
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど

こ
の
よ
う

な
作
業
が
必
要

と
な

っ
て
く

る
の
で
は
な

い
か

。

し
か
も
こ
の
際

「
社
会
/

都
市
」
の
関
係
を

「
全
体
/

部
分
」

で
捉
え

る
の
で
は
な
く

、

両
者

の
相

互
連
関
を
視
野

に
入
れ

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
都
市
分
析

を
お

こ
な

っ
た

の
が
、
カ

ス
テ
ル
を

中
心
と
す
る

い
わ
ゆ
る
新
都
市
社

会
学
で
あ

っ
た

。
そ

こ
で
本
稿

の
目
的
は
カ

ス
テ
ル
の
理
論
、
特

に
都
市

の
意
味

の
変
容

に
関
す

る
議
論

に
焦
点
を
当

て
な

が
ら
、
そ

の
射

程
と
問
題
点

を

あ
げ

、
そ
れ

に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
都

市
と
社
会
と

の
相

互
連
関
的
な
関
係

を
吟
味
す

る
こ
と

に
あ
る
。

彼

の
議
論
で
は
、
都

市
は

二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
に
よ

っ
て
そ

の
変
容
を
せ

ま
ら
れ
る
。

そ

れ
は
支

配
的
論
理

11
経
済

・
政
治
的

に
支

配
的
な
勢
力

と
、
そ

の
支
配
的

論
理
に
対

抗

し
そ

れ
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
勢
力

と
に
よ
る
変
容

で
あ

る
。
前
者
は
都

市
計
画
や

再
開
発

と
し
て
現
れ

、
後
者

は
都
市
社
会
運

動
と
し

て
具
体

化
す
る
。
ま
た

、
カ

ス
テ

ル
は
、
現
代
資
本

主
義
社
会
を

「
情
報

発
展
様
式
」

と
い
う

概
念

で
分
析

し
、
そ

の
中

心
的
技
術

で
あ

る
情
報
技

術
が
持

つ
特

殊
性
か
ら
都
市
空
間
に
お

い
て
は

「
場

の
空
間
」

に
対

し
て

「
フ
ロ
ー
の
空

間
」
が
優
位

的
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
更

に
、
都

市
社
会
運

動

は
集

合
的
消
費

・
文

化
的
ア
イ
デ

ソ
テ

ィ
テ
ィ

・
政

治
的

自
己
管

理
と

い
う
三

つ
の

目
標
を
達
成
し
て
初
め
て
、
都
市

の
意
味
を
変
容

で
き
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
カ

ス
テ
ル
の
議
論
は
都

市
を
構
造
と
実

践
の
相
互
作

用
か

ら
捉
え
よ
う

と
す

る
意

義
あ
る
研
究

で
あ
る
。
た
だ

し
彼

の
都
市
論

が
抱

え
る
問
題
点

と
し
て
、
産

業
空
間

の
変
容
が

い
か

に
生
活
空
間

に
移

し
か
え
ら
れ

る
の
か
、
そ
し

て
三

つ
の
目
標

を
達
成

す
る
理
想
的
な
運

動
を
想
定
す

る
意

味
は
あ

る
の
か

、
と

い
う

こ
と
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド

都
市
空
間

カ
ス
テ
ル

都
市
の
意
味

情
報
発
展
様
式

都
市
社
会
運
動
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は
じ
め
に

「都
市
化
」
の
進
展
に
よ
り
以
前
ま
で
の
都
市
ー
農
村
と
い
う
図
式
の
解
体

が
言
わ
れ
て
久
し
い
。
日
本
で
は
、

一
九
七
〇
年
代
に
都
市
人
口
率
は
五
〇
%

を
越
え
、
そ
の
後
の
さ
ら
な
る
都
市
化
の
進
行
に
よ
り
都
市
型
社
会
が
成
立
し

て
い

っ
た
。
そ
れ
は
、
都
市
部
の
量
的
拡
大
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
領

域
に
も

「都
市
的
な
も
の
」

道
路
網
や
各
種
公
共
施
設
や
ス
ー
パ
ー
や
商

店
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

の
拡
大
を
伴

っ
た
質
的
な
広
が
り
も
意
味
し
て
い

る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
の

一
生
は

「都
市
」
の
な
か
で
完
結
す
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
だ
。

し
た
が

っ
て
、
都
市
が
社
会
学

の
対
象
と
な
る
の
は
、
こ
の
都
市
人

口
率
の

増
大
と
い
う
量
的
背
景
だ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
都
市
化
に
よ

っ
て
都
市

が
事
実
上
、
社
会
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
、
す
な
わ
ち

「
社
会
の
都
市
化
」

の
局
面
に
お
い
て
社
会
学
は
都
市
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
量
的
な
側
面
だ
け
を
根
拠
と
す
る
都
市

へ
の
関
心
は
二
次
的
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
社
会
の
都
市
化
の

根
底
に
あ
る
都
市
と
社
会
の
関
係
が
視
角
に
入

っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
単
に
目
の

前
に
あ
る
都
市
を
表
面
的
に
捉
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
こ

の
よ
う
な
表
層
的
な
把
握
は
都
市
を
単
な
る

「部
分
」
と
捉
え
、
あ
く
ま
で
も

「全
体
」
た
る
社
会
の
反
映
物
と
し
て
捉
え
.る
態
度

へ
と
帰
結
し
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
、
都
市
が
社
会
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
る
と
い
う
側
面
は
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
今
日
都
市
が
社
会
学
的
関

心
の
遡
上
に
の
せ
ら
れ
る
本
質
的
な
理
由
は

「か

つ
て

『都
市
』
と
い
う
社
会
内
部
の
局
地
的
な
領
域
に
構
造
化
さ
れ
て
い

た
社
会
的
な
諸
関
係

・
諸
交
通
が
、
『
近
代
』
と
い
う
均
質
で
連
続
的
な

『全

体
社
会
』
の
編
成
の
中
で
、
か
つ
て
の

『
都
市
』
と

『都
市
の
あ
る
社
会
』
の

(1
)

位
相
的
な
関
係
の
構
造
」
が
変
容
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま

り
、
都
市
の
量
的
拡
大
の
み
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
近
代
的
都
市
の
特
徴
を
十

全
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
都
市
社
会
学
に
お
け
る

「理
論

(2
)

へ
の
無
関
心
」
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
だ
。

本
稿
に
お
け
る
関
心
は
、
近
代
的
な
い
し
現
代
的
都
市
の
特
徴
を
全
体
社
会

と
の
関
わ
り
で
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
は
以
下

の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
が
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
全
く
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い

「
器
」
以
上
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
都
市
も
ま
た
社
会
的
行
為
を
規

定
し
な
い
単
な
る
器
を
越
え
た

「何
か
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
都
市
は
私

た
ち
の
生
活
の
単
な
る
入
れ
物
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
社
会
的
行
為
を
規
定
し

つ
つ
、
私
た
ち
の
社
会
的
行
為
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
都
市
は
舞
台
の
よ
う
に
演
技
の
場
で
あ
り
、
演

技
を
規
定
し
、
な
お
か
つ
演
技
に
よ
っ
て
作
り
か
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
な
の

だ
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
全
体
社
会
と
都
市
と
の
包
括
的
な
関
係
を
捉
え
る
こ

と
を
論
の
前
提
に
据
え
る
カ
ス
テ
ル
の
都
市
分
析
に
依
拠
し
な
が
ら
都
市
と
社

会
の
関
係
を
洗

い
出
し
て
い
く
。
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
カ
ス
テ
ル
の
理
論
構

成
を
示
し
、
都
市
の
変
容
に
関
す
る
議
論
を
検
討
す
る
。
あ
と
で
示
す
よ
う
に
、

都
市
構
造
を
理
論
づ
け
よ
う
と
す
る
彼
の
作
業
に
は
注
目
に
値
す
る
点
が
数
多

く
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
そ
の
困
難
な
作
業
ゆ
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
限

界
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
理
論
の
根
本
的
な
妥
当
性
を
つ
き
崩
す
も
の
で

130



は
な
い
が
、
社
会
と
都
市
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
重
要

な
論
点
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
は
、
都
市
研
究
に

お
い
て
重
要
な
作
業
の

一
環
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
、
カ
ス
テ
ル
の
都
市
理
論

ー

そ
の
初
期
に
お
け
る
都
市
シ
ス
テ
ム
を
め
ぐ

っ
て

い
わ
ゆ
る
伝
統
的
都
市
社
会
学
は

一
九

二
〇
年
代
の
シ
カ
ゴ
学
派
に
始
ま
る

(3
)

と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
指
導
・的
位
置
に
あ

っ
た
パ
ー
ク
は

「社
会
的
実
験
室

と
し
て
の
都
市
」
を
都
市
の
空
間
的
編
成
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
都
市
の
社

会
的
構
成
と
し
て
の
ソ
サ
エ
テ
ィ
と
い
う

二
分
法
を
用
い
、
「人
間
生
態
学
」

的
に
分
析
し
て
い
っ
た
。
シ
カ
ゴ
学
派
で
は

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に

(4
)

か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
的

・
実
証
的
手
法
を
用
い
て
都
市
分
析
を
行

っ
た
。

ワ
ー
ス
の
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
論
な
ど

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
調
査

・

研
究
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
の
側
面
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
が
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
都
市
研
究
に
お

い
て
は
多
様
な
都
市
現
実
を
扱
う
た
め
の
理

論
的
枠
組
み
を
も
た
ず
に
分
析
し
て
い
る
た
め
に
、
多
様
で
は
あ
る
が
羅
列
的

な
都
市
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
生
態
学
と
し
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
に
寄
せ
ら
れ
る
批
判
の
共
通

す
る
と
こ
ろ
は
～
理
論
的

一
貫
性
の
欠
如
と
、
狭
隘
な
都
市
像
に
向
け
ら
れ
て

い
た
。

さ
ら
に
、
ギ
デ

ン
ス
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
シ
カ
ゴ
学
派
で
は

「
都
市
的

発
展
を

一
つ
の

『
自
然
過
程
』
」
と
見
な
す
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
意

識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ

「
自
己
完
結
的
な
都
市
領
域
」
を
前
提
と
し
て

(5
)

し
ま

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
像
は
後
に
述
べ
る
新
都
市
社
会
学
の
批
判

の
的
と
な

っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
己
完

結
的
な
都
市
像
を
基
に
、
シ
カ
ゴ
学
派
は
都
市
を
あ
る
種
の
秩
序
体
系
の
な
か

に
位
置
づ
け
、
社
会
進
化
論
的
な
視
点
か
ら
都
市
を
観
察
す
る
と
い
う

「統
合

↑
)

の
社
会
学
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
都
市
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
批
判
を
行

っ
た
の
が
カ
ス
テ
ル
で
あ

っ
た
。

カ
ス
テ
ル
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
は
、
「
資
本
主
義
的
利
潤
の
創
出
は
資
本
の

(7
)

論
理
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
経
済

・
社
会
シ
ス
テ
ム
の
全
体
的
変
化
」

に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
利
潤
が
実
現
さ
れ
る
歴
史
的
過
程

(11
実
践
)
と
歴
史
的
形
態

(叮
構
造
)
こ
そ
が
空
間
形
態
を
決
定
す
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
新
都
市
社
会
学

乞
⑦
耄

⇔
「げ
o
昌

ω
o
o
互
o
黷

」
が
カ
ス
テ
ル
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。

彼
は
シ
カ
ゴ
学
派
が

「統
合
の
社
会
学
」
に
収
斂
し
て
い
く
と
批
判
し
た
上

で
、
研
究
対
象
と
し
て
の
都
市
を
再
定
式
化
し
、
「空
間
」
と

「
集
合
的
消
費
」

(8
)

を
正
当
な
研
究
対
象
と
す
る
。
彼

の
初
期
の
著
作

『都
市
問
題
』
で
は
、
こ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
都
市
が
分
析
さ
れ
た
。
『都
市
問
題
』
で
の
彼
の
目
標
は
次

の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
既
存
の
都
市
社
会
学
の
解
体
で
あ
る
。

彼
は
従
来
の
都
市
社
会
学
、
つ
ま
り
シ
カ
ゴ
学
派
の
人
間
生
態
学
的
分
析
が
対

象
と
し
た
都
市
形
態
の
重
要
性
を
認
め
た
上
で
、
シ
カ
ゴ
学
派
で
は
こ
れ
が
単

な
る

「
社
会
構
造
、
資
本
主
義
的
社
会
構
造
、
資
本
主
義
の
歴
史
的
形
態
の
属

性
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
彼
は
都
市
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る

た
め
に
は
都
市
形
態
に
注
目
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
様
々
な
社
会
的

カステルにおける都市空間の変容131



領
域

・
構
造
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
第

二
の

目
的
は
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と

マ
ル
ク
ス
主
義
的
伝
統
で
あ
る
社
会
闘
争
の
分

析
の
統
合
に
あ

っ
た
。
こ
れ
は

「構
造
と
過
程
の
こ
の
相
互
作
用
こ
そ
が
、
都

市
過
程
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
社
会
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
分
析
を
可
能
に

(9
V

す
る
」
と
い
う
彼
の
都
市

・
社
会
研
究
の
前
提
と
関
わ

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

彼
の
試
み
は
都
市
を
構
造
と
実
践

の
両
側
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
野
心
的

な
も
の
で
あ
る
。

初
期
カ
ス
テ
ル
の
都
市
研
究
の
重
要
な
概
念
と
し
て

「
集
合
的
消
費
」
が
あ

げ
ら
れ
る
。
彼
は

「都
市
的
な
も

の

爵
Φ

癖
げ
9ロ
」
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
単
位

で
あ
り
、
政
治

・
法
律
的
単
位
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
「〈都
市
的

な
も
の
〉
は
経
済
的
単
位
か
」
と
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
是

と
答
え
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
く
。
彼
に
よ
る
と
、
生
産
手
段
と
労
働
力
と

い
う
二
つ
の
基
本
的
要
素
の
う
ち
生
産
手
段
は
自
然
的
、
生
産
的
資
源
や
資
本

の
総
装
置
を
考
慮
に
い
れ
た
生
産

の
各
種
の
技
術
的
要
素
の
設
備
に
ゆ
き

つ
く

一
方
、
「都
市
的
な
も
の
」
は
生
産
過
程
で
は
な
く
、
労
働
力
に
関
連
す
る
過

程
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
都
市
空
間
は

「
一
定
部
分
の
労
働
力

(10
)

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
空
間
」
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
労
働
力
の
再
生
産
過
程

こ
そ
が
都
市
を
語
る
う
え
で
の
中
心
的
概
念
の

一
つ
で
あ
る
集
合
的
消
費
過
程

な
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
集
合
的
消
費
は
産
業
社
会
に
お
け
る

(少
な
く
と
も
経
済
的

レ
ベ
ル
で
の
)
新
し
い
社
会
的
不
平
等
で
あ
る

「都
市
問
題
」
の
源
泉
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
具
体
的
に
集
合
的
消
費
と
は
個
人
的
消
費
と
区
別
さ
れ
、

「
市
場
で
は
な
く
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
政
府
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
財

や
サ
ー
ビ
ス
」
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
住
宅
、
教
育
、
交
通
、
健
康
、

レ
ジ
ャ
ー
、
文
化
施
設
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
集
合
的
消

費
の
諸
過
程
は
、
そ
れ
ら
の
客
観
的
な
社
会
化
と
資
本
の
利
益
の

一
機
能
と
し

て
あ
る
そ
れ
ら
の
管
理
と
の
間
の
矛
盾
の
拡
大
、
資
本
の
矛
盾
を
は
ら
む
切
迫

し
た
事
情
、
資
本
の
異
な

っ
た
系
列
間
の
対
立
、
大
衆
の
諸
要
求
と
国
家
が
必

(11
)

然
的
に
同
意
す
る
支
配
階
級
の
合
理
性
と
の
対
決
」
を
同
時
に
表
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
先
進
資
本
主
義
に
お
い
て
は
集
合
的
消
費
は
機
能
的
重
要
性
を
持

つ

が
、
そ
の
供
給
は
非
収
益
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
家
は
こ
の
需
要
の
要
求
と

供
給
の
非
収
益
性
の
ギ

ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
都
市
空
間
に
介
入
し
て
く

る
。
結
果
、
国
家
介
入
に
よ
り
集
合
的
消
費
は
政
治
問
題
化
し
、
必
然
的
に
都

市
社
会
運
動
が
生
じ
る
。
カ
ス
テ
ル
の
独
創
性
は
、
都
市
を
構
造
と
実
践
か
ら

捉
え
る
と
い
う
姿
勢
を
貫

い
た
点
に
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
れ
を
遂
行
す

る
た
め
に
都
市
を
消
費

(集
合
的
消
費
)
に
よ

っ
て
規
定
七
、
都
市
論
と
国
家

論
の
接
合
を
試
み
た
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
都
市
に
お
け
る
集
合
的
消
費
論
は
都
市
社
会
学
に
新
し
い
方
向
性
を
示

し
た
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
集
合
的
消
費
が
あ
ま
り
に
も
強
調
さ
れ
る

た
め
に
、
彼
の
み
な
ら
ず
彼
を
中
心
と
す
る
新
都
市
社
会
学
に
対
し
て
、
経
済

(12
)

決
定
論
的
ま
た
は
消
費
決
定
論
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
批
判
す
る
側
の
誤
解
に
起
因
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
カ
ス

テ
ル
"
新
都
市
社
会
学
の
理
論
構
成
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
。
次
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
う
け
た
カ
ス
テ
ル
の
理
論
的
転
回
を
追

う
。

132



二

、

都
市
理
論
の
転
回

-

都
市
の
意
味
と
そ
の
変
容
を
め
ぐ

っ
て

カ
ス
テ
ル
は
前
述

の
よ
う
に
都
市
空
間
の
規
定
因
を
集
合
的
消
費
に
定
め
、

都
市
分
析
を
行

っ
た
。
そ
の
際
中

心
的
分
析
概
念
と
な
る
の
が

「都
市
シ
ス
テ

ム
」
で
あ

っ
た
。
都
市
シ
ス
テ
ム
と
は

「労
働
力
再
生
産
の

(空
間
的
)
単
位

に
お
け
る
、
社
会
構
造
の
諸
次
元

の
特
殊
な
接
合
」
を
意
味
し
、
生
産
、
消
費
、

交
換
、
(生
産
過
程
、
消
費
、
交
換
過
程
の
間
で
確
立
さ
れ
た
関
係
と
し
て
の
)

管
理
と
い
う
四
つ
の
主
要
な
要
素

の
相
互
作
用
に
よ

っ
て
成
立
す
る
も
の
と
さ

(13
)

れ
る
。
こ
の
定
義
か
ら
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
こ
と
は
、
都
市
シ
ス
テ
ム
と
は

経
済
的
審
級
の
優
位
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
、

ア
ル
チ

ュ
セ
ー
ル
の
再
生
産
に
関
す
る
議
論
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
か
ら

影
響
を
受
け
て
い
る
カ
ス
テ
ル
の
議
論
も
ま
た
、
静
態
的
な
構
造
を
強
調
す
る

傾
向
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
の
カ
ス
テ
ル

胛
新
都
市
社
会
学
に
は
構
造

へ
の
偏
重
が
見
ら
れ
る
た
め
に
、
経
済
決
定
論
や

消
費
決
定
論
と
の
批
判
を
う
け
る
こ
と
は
必
然
と
い
え
る
。

し
か
し
、
八
○
年
代
に
入
り
、
『都
市
と
グ
ラ
ス
ル
ー
ツ
』
を
刊
行
す
る
に

あ
た
り
、
彼
は
都
市
研
究
に
関
す
る
従
来
ま
で
の
構
造
主
義
的
な
ス
タ
ン
ス
を

曾
)

大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
構
造
」
で
は
な
く

「
実
践
」
を
理
解
す

る
た
め
の

「
都
市
政
治
」
分
析

へ
の
シ
フ
ト
で
あ
る
。
都
市
政
治
と
は

「〈
都

市
的
V
で
あ
る
と
選
定
さ
れ
た
諸
過
程
と
、
階
級
闘
争
の
分
野
と
の
特
殊
な
接

合
、
し
た
が

っ
て
政
治
的
審
級

(
国
家
装
置
)
の
介
入

政
治
闘
争
の
対
象
、

(15
V

中
心
、
係
争
点
-

と
の
特
殊
な
接
合
」
と
捉
え
ら
れ
、
こ
れ
は

「都
市
計
画
」

と

「都
市
社
会
運
動
」
の
二
つ
領
域
か
ら
な

っ
て
い
る
と
さ
せ
る
。
前
者
は
シ

ス
テ
ム
の
維
持
を
目
指
す
国
家
介
入
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
後
者
は
シ
ス

テ
ム
の
変
容
を
目
指
す

(社
会
的
諸
)
階
級
闘
争
と
国
家
と
の
接
合
に
よ

っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

七
〇
年
代
の

『都
市
問
題
』
で
は
都
市
シ
ス
テ
ム
を
い
わ
ば
資
本
主
義
シ
ス

テ
ム
に
よ

っ
て

一
元
的
に
決
定
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
見
な
し
て
い
た
が
、
こ
の

時
期
に
な
惹
と
、
独
自
の
価
値

・
利
害
の
実
現
を
追
求
す
る
行
為
者
間
の
闘
争

に
よ

っ
て
作
ら
れ
る
も
の
と
都
市
を
見
な
し
、
構
造
よ
り
も
行
為
主
体
を
強
調

す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
れ
以
後
、
彼
の
分
析
枠
組
み
は

「
都
市
シ
ス
テ
ム
ー1
都
市
的
な
も
の
」
か

ら

「都
市
の
意
味
11
都
市
的
な
も
の
」
と
い
う
図
式

へ
と
変
わ

っ
て
い

っ
た
。

「都
市
の
意
味
」
と
は

「歴
史
的
に
定
義
さ
れ
た
社
会
に
よ

っ
て
特
殊
な
空
間

形
態
に
割
り
当
て
ら
れ
た
社
会
的
意
味
」
で
あ
り
、
「当
該

の
社
会
の
歴
史
的

(16
)

行
為
者
間
の
闘
争
過
程
に
よ

っ
て
」
決
定
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
都
市
の
意
味
の
再
定
義
過
程
に
よ

っ
て
社
会
動
態
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

都
市
の
意
味
の
生
産
、

つ
ま
り
そ
の
変
容
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
カ
ス
テ

ル
は
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
。
ま
ず
第

一
に
は
社
会
の
支
配
的
論
理
に
よ

る
都
市
の
意
味
の
生
産
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
発
展
様
式
」
と
い
う
タ
ー
ミ
ノ
ロ

ジ
ー
を
用
い
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第

二
に
は
支
配
階
級
が
設
定
す
る
都

市
の
意
味
に
抵
抗
し
、
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
意
味
を
う
ち
立
て
よ
う
と
す
る

都
市
社
会
運
動
に
よ
る
都
市
の
意
味
の
生
産
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
従
来
ま
で

カステルにおける都市空間の変容133



集
合
的
消
費
と
国
家
介
入
と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
の
理
論
的
転

回
に
よ
り
そ
れ
に

「
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
」
「政
治
的
自
己
管
理
」
が

つ
け
加
え
ら
れ
、
三
つ
の
要
素
か
ら
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
八
O
年
代
に
は

い
る
と
カ
ス
テ
ル
冂
新
都
市
社
会
学
の
関
心

は
集
合
的
消
費
を
通
じ
て
の
国
家
介
入
を
中
軸
と
し
た
都
市
分
析
か
ら
都
市
に

お
け
る

「空
間
の
社
会
的
編
成
」

へ
と
移

っ
て
い
く
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
転
成
を
経
た
カ
ス
テ
ル
が
示
す
都
市
の
意
味
の

変
容
に
関
す
る
議
論
を
支
配
的
論
理
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
勢
力
と
い
う

二
つ
の

観
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
紙
幅
の
関
係
上
、
主
に
前
者
の

論
議
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

三
、
支
配
的
論
理
に
よ
る
都
市
の
変
容

(
一
)
社
会
構
造
の
変
容

-

カ
ス
テ
ル
の

「
情
報
発
展
様
式
」
を
中
心
に

現
代
都
市
の
動
態
は

「支
配
的
階
級
が
社
会
形
態
、
そ
れ
ゆ
え
都
市
を
、
そ

の
利
害
と
価
値
に
応
じ
て
再
編
す
る
制
度
的
権
力
を
手
中
に
し
、
現
行
の
都
市

(17
)

の
意
味
を
変
化
さ
せ
る
場
合
の
都
市
的
社
会
変
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
し
た

が

っ
て
、
支
配
的
社
会
論
理
に
よ
る
都
市
の
意
味
の
変
容
が
現
代
的
都
市
分
析

で
は
重
要
な
視
角
と
な

っ
て
く
る
。
カ
ス
テ
ル
は
こ
の
点
に
関
し
て

「発
展
様

式

四
日
o
Ω
①
o
h
α
Φ〈
Φ
δ
娼
ぢ
o暮
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
生
産
様
式
と
し

て
の
資
本
主
義
の
現
代
的
様
態
を
産
業
発
展
様
式
か
ら
情
報
発
展
様
式

へ
の
移

行
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
発
展
様
式
と
は

「経
済
成
長
と
社
会
変
容
の
根
底
に

(18
)

あ
る
複
雑
で
相
互
作
用
的
な
技
術
過
程
と
組
織
過
程
の
シ
ス
テ
ム
」
を
表
す
。

資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
歴
史
的
行
為
者
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
労
働
者
は
こ

の
発
展
様
式
に
則
り
、
生
産
品
を
生
み
だ
す
た
め
の
諸
要
素
だ
け
で
は
な
く
、

生
産
の
イ
ン
プ

ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
の
価
値
比
率
に
よ

っ
て
表
さ
れ
る
余
剰

水
準
を
規
定
す
る
諸
要
素
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ス
テ
ル
に
よ
る
と
発
展
様
式
と
は

一
義
的
で
は
な
い
が
、
主
に
技
術
的
な

パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
資
本
主
義
の
特
徴
的
な
様
態
を
指
す
。
な

ぜ
な
ら
新
し
い
技
術
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
特
定
の
領
域
ー

例
え
ば
工
場
に
お
け
る

組
立
工
程
な
ど
ー

の
発
展
に
と

っ
て
重
要
な
方
向
に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ

る
が
、
技
術
は

「そ
れ
自
身
生
産
と
組
織
の
よ
り
広
い
シ
ス
テ
ム

へ
と
分
節
化
」

(19
)

さ
れ
て
い
き
、
「強
力
に
社
会
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

発
展
様
式
移
行
の
端
緒
は
経
済
の
サ
ー
ビ
ス
化
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
オ

フ
ィ
ス
な
ど
で
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
が
進
み
、
情
報
経
済

へ
と
展
開
し
て

い

っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
彼
が
示
す
情
報
発
展
様
式

へ
の
転
換
で
あ
る
。

た
し
か
に
カ
ス
テ
ル
は
産
業
構
造
の
転
換
を
そ
の
視
野
に
納
め
て
い
る
が
、

こ
の
移
行
図
式
に
お
い
て
労
働
編
成
と
技
術
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
重
視
さ
れ
る
が

た
め
に
、
オ
ッ
フ
ェ
が
示
す
生
産
労
働
か
ら
サ
ー
ビ

ス
労
働

へ
と
い
う
移
行
に

よ

っ
て
生
じ
る
社
会
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
の
重
要
な

一
側
面
を
捉
え

き
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

オ

ッ
フ
ェ
は
八
○
年
代
は
じ
め
、
現
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て

「
〈
労
働

者
〉
と
い
う
属
性
そ
の
も
の
の
は
も
は
や
文
化
的
、
組
織
的
、
政
治
的
な
集
合

体
の
形
成
と
集
団
的
な
判
断
の
出
発
点
に
は
な
り
え
な
い
」
と
し
て
、
「
労
働

(2D
)

社
会
の
危
機
」
を
主
張
し
た
。
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生
存
の
手
段
と
同
時
に
規
範
的
機
能
を
労
働
が
担

っ
て
い
た
労
働
社
会
は
客

観
的
、
主
観
的
の
両
側
面
に
お
い
て
危
機
を
迎
え
た
。
ま
ず
、
客
観
的
側
面
に

お
い
て
次

の
四
つ
の
契
機
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
女
性
や
外
国
人
労

働
者
な
ど
の
参
入
に
よ

っ
て
労
働
市
場
が
二
重
構
造
に
な

っ
た
こ
と
。
第

二
に

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

・
グ
ル
ー
プ
に
よ

っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
資

本
主
義
全
体
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
正
規
の

労
働
市
場
に
参
入
し
て
い
る
労
慟
者
間
内
部
で
分
裂
を
起
き
て
い
る
こ
と
。

そ
し
て
第
四
と
し
て
、
生
産
労
働
か
ら
サ
ー
ビ
ス
労
働

へ
と
労
働
形
態
が
分

化
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
労
働
と
は
生
産
労

働
を
可
能
に
す
る
条
件
を
生
み
だ
し
、
再
生
産
す
る
労
働
で
あ
る
た
め
に
、
そ

の
評
価
に
は
生
産
労
働
と
は
異
な
り
効
率
性
と
い
う
基
準
は
適
用
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
労
働
は
社
会
的
労
働
の
構
造
的
な
統

一
性
を
つ
き
崩
し

て
し
ま
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
労
働
形
態

の
拡
大
は
い
ま
ま
で
妥
当
だ
と

思
わ
れ
て
き
た
生
産
労
働
の
合
理
性
や
価
値
に
対
す
る
疑
念
を
広
げ
る
こ
と
に

も
な

っ
た
の
で
あ
る
ゆ

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
な
条
件
に
付
随
し
て
、
労
働
者
の
主
観
的
な
側

面
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

一
つ
に
は
、
労
働
社
会
で
労
働
が
も

っ
て
い
た
生

存
の
手
段
と
し
て
の
機
能
は
、
所
得
と
消
費
財

の

一
定
の
レ
ベ
ル
の
獲
得
と
国

家
の
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
充
実
と
い
う

二
つ
の
理
由
か
ら
、
労
働
は
諸
個
人

に
と

っ
て
強
力
な
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
と
は
な
ら
な
く
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

第
二
に
は
、
道
徳
的
機
能
は
労
働
社
会
の
危
機
に
お
い
て
、
次
の
二
つ
の
理

由
か
ら
う
ま
く
働
か
な
く
な

っ
て

い
る
。
ま
ず

一
つ
は
、
生
産
現
場
に
お
け
る

技
術
的

・
組
織
的
合
理
化
の
進
展
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
生
産
点
に
お
け

る
道
徳
的
な
要
素
は
不
要
な
も
の
に
な

っ
て
い
っ
た
。
も
う

一
点
は
労
働
の
時

間
構
成
の
変
化
で
あ
る
。
合
理
化
や
労
働
協
約
に
よ
る
時
短
な
ど
に
よ

っ
て
人

生
に
お
け
る
就
業
時
間
が
占
め
る
割
合
は
減
少
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
寿
命
が

延
び
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
労
働
市
場
か
ら
撤
退
し
た
後
の
時
間
も
増
大
し
て

い
っ
た
。
そ
の
結
果
、

一
生
涯
に
お
い
て
自
由
時
間
の
割
合
が
相
対
的
に
増
え

た
。
こ
の
事
実
は
、
労
働
者
に
と

っ
て
労
働
が

「
個
人
お
よ
び
社
会
の
ア
イ
デ

(21
)

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
の
た
め
の
道
し
る
べ
」
と
し
て
の
機
能
を
弱
め
て
い

っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
労
働
は
従
来
ま
で
の
社
会
に
お
け
る
諸
機
能
や
意
味
が
変
質

し
た
た
め
に
、
社
会
に
お
け
る
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
の
根
拠
を
客
観
的

に
も
主
観
的
に
も
失

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
労
働
の
社
会
的
機
能
の
変
遷
に
対

す
る
視
点
は
産
業
発
展
様
式
か
ら
情
報
発
展
様
式

へ
の
移
行
と
い
う
カ
ス
テ
ル

の
議
論
で
は
見
落
と
さ
れ
た
重
要
な
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
、
情

報
様
式
論
に
お
い
て
も
サ
ー
ビ
ス
経
済
か
ら
情
報
経
済

へ
の
移
行
は
示
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
労
働
編
成
様
式

オ
ッ
フ
ェ
の
議
論
で
い
う
な
ら
ば

労
働
の
客
観
的
側
面

だ
け
に
焦
点
が
お
か
れ
、
文
化
的
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ

ィ
の
変
容
ま
で
議
論
が
お
よ
ん
で
い
な
い
。

だ
が
、
オ
ッ
フ
ェ
の
議
論
で
は
サ
ー
ビ
ス
社
会
以
降
の
社
会
を
、
つ
ま
り
い

わ
ゆ
る

「情
報
化
社
会
」
を
理
論
的
射
程
に
納
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
ヅ
フ
ェ
の
議
論
は
社
会
成
員
を
ほ
ぼ
労
働
者
に
限
定
し
、

労
働
社
会
の
変
容
と
そ
の
過
程
を
説
い
る
た
め
に
、
労
働
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
形
成
機
能
を
失

っ
た
サ
ー
ビ
ス
社
会
を
陰
画
的
に
し
か
描
け
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
も
、
労
働
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
自
体
と
そ
の
再
生
産
過
程
を
含
み
込

カステルにおける都市空間の変容135



む
都
市
生
活
そ
れ
自
体
が
変
容
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る

「情
報
化
社
会
」
に
お
い

て
、
サ
ー
ビ
ス
社
会
論
は
そ
の
妥
当
性
を
失
な
い
つ
つ
あ
る
。
た
し
か
に
、
カ

ス
テ
ル
の
議
論
で
は
社
会
変
容
に
お
い
て
重
要
な

(少
な
く
と
も
彼
の
理
論
に

お
い
て
重
要
と
さ
れ
る
)
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
要
な

一
側
面
が
抜
け
落
ち

て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
彼
の
情
報
発
展
様
式

へ
の
移
行
と
い
う
図

式
は
経
済
シ
ス
テ
ム
の
変
容
を
説
く
う
え
で
は
妥
当
性
を
も

つ
も
の
だ
と
考
え

る
。
以
下
、
彼
の
情
報
発
展
様
式

の
議
論
を
再
び
追

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

(二
)
都
市
空
間
の
変
容

こ
の
発
展
様
式
は
、
現
状
の
社
会
構
造
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
変
容

を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
技
術
的
パ

ラ
ダ
イ
ム
、
す
な
わ
ち
都
市
シ
ス
テ
ム
の
主

要
な
要
素
で
あ
る
生
産
過
程

・
交
換

・
消
費

・
管
理
の
効
率
性
と
生
産
性
を
条

件
づ
け
る
中
核
的
な
活
動
と
し
て
の
情
報
処
理
活
動
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
情
報
処
理
技
術
の
普
及

・
進
歩
は
決
定
的
契
機
と
し
て
、
産
業
発

展
様
式
に
お
け
る
生
産

・
消
費

・
国
家
介
入
の
領
域
で
発
展
様
式
の
変
容
を
促

す

一
連
の
発
展
を
し
て
き
た
。
で
は
情
報
処
理
活
動
は
ど
の
よ
う
な
発
展
を
し

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
生
産
の
領
域
に
お
い
て
情
報
処
理
活
動
を
促
進
す
る
二
つ
の
要
因
が

考
え
ら
れ
る
。
第

一
に
は
生
産
と
管
理
の
支
配
的
な
組
織
形
態
と
し
て
の
巨
大

企
業
の
出
現
し
た
こ
と
。
第
二
に
は
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
過
程
に
お
け
る
価

値
の
産
出
方
法
の
転
換
と
で
も
い
う
べ
き
変
化
、
つ
ま
り
生
産
性
の
源
泉
が
資

本
と
労
働
か
ら
、
他
の
要
因
へ
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
結

果
、
世
界
規
模
で
の
情
報
の
流
通

・
管
理
が
重
要
と
な
り
、
そ
の
う
え
生
産
性

の
源
泉
は
、
組
織
を
管
理
し
生
産
性
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る

大
量
の
情
報
の
意
味
を
構
成
し
供
給
す
る
知
識

へ
と
移
行
し
て
い

っ
た
の
で
あ

る
。ま

た
、
消
費
の
領
域
に
お
い
て
、
巨
大
市
場
の
構
築
と
そ
れ
に
と
も
な
う
買

い
手
-
売
り
手
の
距
離
の
増
大
し
た
こ
と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
で
は
、
い
か
に
早
く
市
場
や
顧
客
な
ど
の
情
報
を
入
手
し
、
そ
れ
を
分
析

し
流
通
さ
せ
る
か
が
問
題
と
な

っ
て
く
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
今
や
福
祉
国
家

に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
る
商
品
と
い
う
よ
り
も
権
利
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
集
合
的
消
費
が
よ
り
複
雑
化
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
住
民
な
ど
の
意
見
を
素

早
く
吸
い
上
げ
そ
れ
に
対
応
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

そ
し
て
国
家
介
入
の
領
域
で
は
、
情
報
の
フ
ロ
ー
と
情
報
に
も
と
つ
い
た
決

定
過
程
か
ら
な
る
新
し
い
行
政
を
生
み
だ
す
経
済
的

・
社
会
的
諸
活
動
の
広
範

な
規
制
が
生
じ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
対
す
る
法
的
規
制

を
考
え
れ
ば
、
良
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
過
程
が
進
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
生
産
性
が
労
働

・
物
質

・
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
三
要
素
の
量
的
増
大
に
求
め
ら
れ
る

「産
業
発
展
様
式
」
か
ら
、

生
産
性
が
知
識
に
基
づ
く
こ
れ
ら
の
三
要
素

の
組
織
的
結
合
に
求
め
ら
れ
る

「情
報
発
展
様
式
」

へ
と
移
行
し
て
い

っ
た
。
こ
の
移
行
が
空
間
編
成
に
と

っ

て
決
定
的
で
あ
る
根
拠
は
、
こ
の
情
報
発
展
様
式
を
生
み
だ
し
た
新
し
い
テ
ク

ノ
ロ
ジ
i
、す
な
わ
ち
情
報
処
理
諸
技
術
が
も
つ
二
つ
の
性
質
に
求
め
ら
れ
る
。

ま
ず
第

一
に
、
こ
の
新
し
い
技
術
革
新
は
情
報
処
理
を
焦
点
に
お
い
て
い
る
。

た
し
か
に
、
情
報
と
知
識
は
あ
ら
ゆ
る
今
ま
で
の
技
術
革
新
に
お
い
て
重
要
で

あ

っ
た
が
、
現
在
の
技
術
革
新
に
お
け
る
特
徴
は

「
原
材
料
が
情
報
で
あ
り
、
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そ
し
て
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
も
ま
た
情
報
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
技
術
革
新
の
主
要
な
効
果
が

〈生
産
物
〉
に
対
し
て
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
、
〈過
程
〉
に
対
し
て
表
わ
れ
る
、

つ
ま
り
過
程
志
向
的
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
革
新
が
過
程
志
向
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
こ
の
技
術
は
生
産
方
法
、
消
費
方
法
、
管
理
方
法
、
そ
し
て
生

き
方
、
死
に
方
を
変
え
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
過
程
と
い
う
の
は
生
産
物

曾
)

と
異
な
り
、
人
問
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
領
域

へ
と
入
り
込
ん
で
い
く
」
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う

な
技
術
革
新
に
よ
る
変
容
は
情
報
の
遍
在
的

な
フ
ロ
ー
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
社
会
組
織
全
体
の
物
質
的
基
礎
を
修
正
し

て
し
ま
う
の
だ
。

こ
の
原
材
料
と
し
て
の
情
報
の
特
殊
性
に
関
し
て
メ
ル
ッ
チ
は
興
味
深
い
考

察
を
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
生
産
の
イ
ン
プ

ッ
ト
で
あ
り
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
で

も
あ
る
情
報
は
、
人
間
の
自
己
関
係
的
に
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

結
果
、
情
報
発
展
様
式

ま
た
は
、
メ
ル
ッ
チ
の
い
う

〈複
合
社
会
〉

に
お
い
て
情
報
の
フ
ロ
ー
の
起
点

と
し
て
の
人
間
の
能
力
が
重
要
と
な
り
、
そ

曾
)

の
能
力
の
制
御
が
問
題
と
な

っ
て
く
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
情
報
発
展
様
式
で
は
通
信

・
情
報
処
理
技
術
な
ど
に
よ

っ
て
空

間
的
障
壁
は
減
少
し
、
生
活
空
間
は
資
本
の
論
理
が
優
勢
な
抽
象
的
な
空
間
と

な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は

「組
織
の
内
的
論
理
が
特
定
の
場
所
と

結
び

つ
い
た
諸
要
因
と
い
う
外
的
要
因
に
と

っ
て
変
わ
り

つ
つ
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
る
。
特
定
の
場
所
と
は

つ
ま
り
フ
ロ
ー
の
中
心
点
で
あ
る
世

界
都
市
ま
た
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
都
市
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
は
、

こ
れ
ら
の
都
市
を
頂
点
と
し
た
ヒ

エ
ラ
キ
ー
の
位
置
よ

っ
て
情
報
発
展
様
式
の

原
理
に
沿

っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
く
。
結
果
、
「
私
た
ち
は
ま
す
ま
す
移
り
気

な
幾
何
学
空
間
に
住
む
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
個
々
の
土
地
の
意
味
は
そ

の
歴
史
、
文
化
、
諸
制
度
を
逸
し
て
し
ま
い
、
抽
象
的
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
戦

略
や
諸
決
定
に
よ

っ
て
絶
え
間
な
く
再
定
義
さ
れ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
」
の

須
)

で
あ
る
。
そ
し
て
、
権
力
の
新
し
い
源
泉
は
情
報
の
全
体
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ

ソ
ト
ロ
ー
ル
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
空
間
と
し
て
の
場
の
意
味
に

対
す
る
抽
象
的

・
素
材
的
な
空
間
で
あ
る

「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
の
優
勢
を
意
味

し
て
い
る
。
ま
さ
に

「空
間
は
フ
ロ
ー
の
な
か
に
解
け
て
い
く
」
の
で
あ
り
、

(お
)

「
生
活
は
抽
象
性
の
な
か
に
移
し
か
え
ら
れ
、
都
市
は
影
に
な

っ
て
い
く
」

の

だ
。し

か
し
、
こ
の
空
間
的
均
質
化
、
す
な
わ
ち
フ
ロ
ー
の
空
間
の
産
出
は
逆
説

的
に
経
済
シ
ス
テ
ム
の
生
活
空
間

へ
の
支
配
の

一
極
集
中
を
結
果
と
し
て
生
じ

さ
せ
、
場
の
質
を
重
要
と
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
東
京
な
ど
の

世
界
都
市
に
資
源
や
ヒ
ト
が
集
中
す
る
状
況
が
そ
れ
に
当
た
る
。
し
か
も
こ
の

都
市
空
間
の
均
質
化
と
特
殊
化
と
い
う
非
常
に
分
裂
し
た
過
程
の
な
か
に
あ

っ

て
、
情
報
と
い
う
原
材
料
の
特
殊
性
か
ら
資
本
の
論
理
に
よ
る
実
質
的
包
摂
が

深
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
報
発
展
様
式
論
を
基
に
し
て
、
カ
ス
テ
ル
は
都
市
空
間
の
変

容
の
分
析
を
行

っ
て
い
る
。
彼
は
現
代
都
市
特
に
、
情
報
フ
ロ
ー
の
中
心
と
な

る
都
市
の
特
徴
を
「
デ

ュ
ア
ル

・
シ
テ
ィ
U
自
巴

Ω
蔓
」
と
い
い
表
し
て
い
る
。

都
市
の
二
重
化
は
都
市
社
会
学
に
お
い
て
古
典
的
な
関
心
で
あ

っ
た
。
し
た

が

っ
て
、
カ
ス
テ
ル
の
用
語
そ
の
も
の
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
カ
ス
テ
ル
が
こ
の
語
に
込
め
た
意
味
は
従
来
ま
で
の
貧
富
の
差
の
拡
大
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に
よ
る
都
市
空
間
の
二
極
化
以
上

の
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と

「特
に
資
本

主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
と
結
び
つ
い
て
お
り
ま
た
情
報
経
済
の
拡
張

と
結
び

つ
い
て
い
る
」
こ
と
が
特

徴
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
・に
よ

っ
て
、
「
情
報

の
成
長
と
産
業
の
衰
退
の
相
補
的

で
は
な
い
過
程
、労
働
の
格
下
げ
と
格
上
げ
、

フ
ォ
ー

マ
ル

・
セ
ク
タ
ー
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

・
セ
ク
タ
ー
問
の
分
化
、
新
し

い
産
業
に
お
け
る
職
業
構
造
の
両
極
化
」
が
進
行
し
、
「家
計
構
造
や
イ
ソ
タ
i

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
家
族
関
係
や
都
市
空
間
の
使
用
に
関
す
る
非
常
に
特
殊
な
ラ

(62
)

イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
結
晶
化
す
る
行
動
に
分
化
し
た
労
働
力
」
を
創
出
し
て
い
く
。

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
あ
く
ま

で
も

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ロ
サ
ソ
ジ
ェ
ル
ス
の

分
析
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
都
市
に
つ
い
て
こ
の
主
張
は
妥

当
し
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
カ

ス
テ
ル
も
す
べ
て
の
都
市
に
デ

ュ
ア
ル

・
シ

テ
ィ
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
彼
の
主
張
の
力
点
は
、
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

・
フ
ロ
ー
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
大
都
市
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
あ

っ
て
も
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
と
東
京
と
い
う
同
じ

「世
界
都
市
」

の
種
差
性
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
。

カ
ス
テ
ル
は
資
本
主
義
経
済
の
変
容
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
都
市
の
変
容

を
語

っ
て
い
る
。
こ
の
議
論
の
流

れ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
レ

ギ

ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
の
成
果
で
あ

る
ア
フ
タ
ー

・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
分
析
は
現

代
都
市
分
析
を
す
る
う
え
で

一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

レ
ギ

ュ
ラ
シ
オ
ソ
理
論
で
は
都
市
空
間
に
言
及
し
た
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な

い
が
、
た
と
え
ば
リ
ピ
エ
ッ
ツ
は
ア
フ
タ
ー

・
フ
ォ
ー
デ

ィ
ズ
ム
に
お
け
る
社

会
状
況
を
、
「
ネ
オ

・
フ
ォ
ー
デ

ィ
ズ
ム
」
と

「ポ
ス
ト

・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」

(27
)

に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
空
間
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。
ネ
オ

・
フ
ォ
ー

デ
ィ
ズ
ム
は
硬
直
労
使
関
係
の
再
強
化
を
基
本
と
し
て
お
り
、そ
の
戦
略
は
〈
フ

レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
〉
の
増
大
に
あ
る
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で

は
こ
の
戦
略
が
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
産
業

・
資
本
の
大
都
市

へ
の

一

極
的
集
中
の
傾
向
を
示
す
。
そ
れ
は
、
都
市
諸
形
態
の

「
再
メ
ガ

ロ
ポ
リ
ス
化
」

を
引
き
起
こ
し
、
極
度
の
社
会
的
分
解
と
い
う
非
常
に
不
安
な
状
態
を
引
き
起

こ
す
と
い
う
。
こ
の
議
論
は
ま
さ
に
、
カ
ス
テ
ル
の
デ

ュ
ア
ル

・
シ
テ
ィ
論
と

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
リ
ピ
エ
ッ
ツ
は
さ
ら
に
ア
フ
タ
i

・
フ
ォ
ー
デ

ィ
ズ
ム
に
お
け
る

も
う

一
つ
の
都
市
形
態
を
示
し
て
い
く
。
ポ
ス
ト

・
フ
ォ
ー
デ

ィ
ズ
ム
は
労
使

の
交
渉
に
も
と
つ
く
協
力
関
係
が
基
調
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
技
能
教
育
、
人

間
資
源
の
参
加
、
フ
ロ
ー
の
ジ
ャ
ス
ト

・
イ
ソ

・
タ
イ
ム
の
組
織
化
、
企
業
間

の
戦
略
的
協
力
関
係
が
達
成
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
都
市
形
態
は
既
存
の
建
造

環
境
が
阻
害
要
因
と
な

っ
て
、
ネ
オ

・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
同
様
な
も
の
と
な

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ポ

ス
ト

・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
都
市
は

「
テ
リ
ト
リ
ー

の
有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
動
員
」
に
立
脚
し
て
い
る
た
め
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
配

慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
リ
ピ

エ
ッ
ツ
の
ポ
ス
ト

・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
都
市

へ
は
楽
観

的
な
期
待
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
議
論
が
示
唆
的
で
あ
る
の
は
、
現
代
的

都
市
の
種
差
性
が
理
論
化
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
ス
テ
ル
が
見

落
と
し
て
い
る
全
体
社
会
に
お
け
る
問
題
、
特
に
環
境
問
題
と
い

っ
た
都
市
領

域
に
限
定
さ
れ
な
い
問
題
と
都
市
と
の
関
わ
り
も
重
要
な
視
角
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
都
市
の
種
差
性
を
視
座
に
置
く
こ
と
は
、
支
配
的
論
理
に
よ
る
均

一
化

が
直
接
的
に
都
市
空
間
に
表
出
し
な
い
理
由
を
探
る
う
え
で
は
最
も
重
要
な
作
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業
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
だ
が
、
経
済
シ
ス
テ
ム
と
の
関
連
だ
け
で
は
都

市
空
間
の
変
容
を
解
し
き
れ
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
次
節
で
は
経
済
シ
ス

テ
ム
以
外
の
論
理
に
よ
る
都
市
の
変
容
を
再
び
カ
ス
テ
ル
の
理
論
に
沿

っ
て
検

討
す
る
。四

、
支
配
的
論
理
に
対
抗
す
る
勢
力
に
よ
る
都
市
の
変
容

『都
市
問
題
』
で
都
市
社
会
運
動
と
は

「都
市
的
主
動
因
の
シ
ス
テ
ム
の
状

況
や
他
の
社
会
実
践
と
の
接
合
か
ら
生
ま
れ
る
実
践
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
り
、
「
こ

の
運
動
の
発
展
は
客
観
的
に
都
市

シ
ス
テ
ム
の
構
造
的
変
動
あ
る
い
は
階
級
闘

争
に
お
け
る
、
つ
ま
り
さ
い
こ
の
次
元
と
し
て
、
国
家
権
力
に
お
け
る
勢
力
関

係
の
実
質
的
変
更
を
目
指
し
て
い
る
」
も
の
を
指
す
運
動
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
運
動
は

「都
市
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
基
礎
的
な
構
造
的
矛
盾
と
他

.の
実
践
の
結
晶
化
か
ら
形
成
さ
れ
た
組
織

の
正
し
い
方
針
と
が

一
致
す
る
」
も

(琶

の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
こ
の
場
合
の

「構
造
的
矛
盾
」
と
は
集
合

的
消
費
を
め
ぐ

っ
て
生
じ
る
都
市
問
題
を
指
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ

の
時
点
で
の
彼
の
都
市
社
会
の
変
動
に
関
す
る
理
論
の
前
提
に
は
構
造
的
要
因

が
重
視
さ
れ
、
都
市
社
会
運
動
は
資
本
主
義
の
構
造
的
矛
盾
に
対
す
る
い
わ
ば

機
械
的
な
反
応
と
見
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
理
論
上
行
為
主
体
は
隅
に
追
い
や

⑳
)

ら
れ
て
し
ま
・っ
て
い
る
。
結
果
、
都
市
社
会
運
動
は
資
本
制
シ
ス
テ
ム
に
左
右

さ
れ
、
運
動
に
よ
る
具
体
的
な
効
果
、
つ
ま
り
権
力
関
係
の
変
革
に
よ

っ
て
そ

の
性
質
が
規
定
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
『都
市
と
グ
ラ
ス
ル
ー
ツ
』
で
は
都
市
社
会
運
動
は
独
自
の
論
理

を
も
ち
、
支
配
的
社
会
論
理
に
対
抗
し
て
新
し
い

「都
市
の
意
味
」
を
付
与
す

る
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
都
市
社
会
運
動
が
追

求
す
る
目
標
を
三
つ
の
次
元
に
分
類
し
て
い
る
。

一
、
利
潤

(交
換
価
値
)
の
た
め
の
都
市
に
反
対
し
て
、
使
用
価
値

(必
要
)

の
都
市
を
住
民
の
た
め
に
獲
得
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
運
動
。
つ
ま
り
、
集

合
的
消
費
の
改
善
を
求
め
る
運
動
。
こ
の
運
動
は
労
働
組
合
が
直
接
賃
金
や
労

働
条
件
に
対
す
る
の
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
集
合
的
消
費
組

合
主
義

oo
目
Φoユ
〈
①
8
昌
の信
日
O
鉱
8

け居⇔
q
①
ロ
巳
o昌
と
呼
ん
で
い
る
。

二
、
文
化
的
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
運
動
。
こ
の
運
動
は
エ
ス
ニ
ッ

ク
的
、
ま
た
は
歴
史
的
な
地
域
文
化
を
維
持
、
創
出
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

こ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
優
位
に
反
対
し
、
直
接
的
な
相
互
作
用
と
し
て
の
フ
ェ

イ
ス

・
ト
ゥ

・
フ
ェ
イ
ス
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
守
る
こ
と
を
目
指
す
。

つ
ま
り
、
「
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
を
目
標
と
す
る
。

三
、
中
央
集
権
化
し
た
国
家
や
下
位
に
置
か
れ
て
お
り
分
化
し
て
い
な
い
地

方
官
庁
に
反
対
し
て
、
地
方
行
政
機
関
へ
の
権
限
委
譲
や
地
方
自
治
、
あ
る
い

は
市
民
参
加
を
求
め
る
運
動
。
つ
ま
り
自
由
都
市

へ
の
闘
争
で
あ
り
、
「
市
民
」

運
動
と
呼
べ
る
。

都
市
社
会
変
容

へ
と
導
く
都
市
社
会
運
動
と
は
、
こ
れ
ら
の
集
合
的
消
費

・

文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

・
政
治
的
自
己
管
理
と
い
う
三
つ
の
次
元
を
結
び

つ
け
ら
れ
る
組
織
に
よ

っ
て
担
わ
れ
る
運
動
の
み
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
三
つ

の
目
標
が
分
離
さ
れ
て
い
た
り
、
狭
い
領
域
で
の
自
己
定
義
に
終
始
す
る
な
ら

.
ば
、
そ
の
都
市
社
会
運
動
は
既
存
の
社
会
制
度
に
形
づ
く
ら
れ
る
単
な
る
利
害

(30
)

集

団

と

な

る

。
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実
際
の
都
市
社
会
運
動
で
は
こ
の
三
つ
の
目
標
が

一
体
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
カ
ス
テ
ル
は
こ
の
運
動
は

「構
造
的
社
会
変
容
の

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
は
な
く
、
た
と

え
反
抗
し
よ
う
と
努
力
し
て
そ
れ
ら
が
都
市

や
社
会
に
主
要
な
影
響
を
与
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
社
会
的
支
配
者
層
に

宜
)

対
す
る
反
抗
的
症
状
で
し
か
な
い
」
と
診
断
を
下
す
。

現
状
の
都
市
社
会
運
動
が
社

会
変
革
の
勢
力
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
の

は
、
こ
れ
ら
の
運
動
に
制
度
的
な
政
治
力
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
政

治
力
が
な
い
こ
と
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
、
都
市
社
会
運
動
が
制
度
化
さ
れ

る
に
つ
れ
、
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
を
失

っ
て
し
ま
い
、
自
分
た
ち
の
計
画
を
十

分
に
は
達
成
で
き
な
い
と
い
う
い
く
つ
も
の
例
か
ら
の
否
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

結
局
そ
れ
ら
の
運
動
は
集
合
的
消
費
組
合
主
義

(経
済
的
生
産
)
、
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

(
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
)
、
政
治
的
自
律
性

(統
治
)
と
い
う
社
会
変

革
に
と

っ
て
重
要
な
次
元
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
歴
史
的
に
実
行
可
能
な
計
画

を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た

か
ら
な
の
で
あ
る
。

生
産
と
権
力
の
論
理
が
、
場
の
論
理
に
も
と
つ
く
人
々
の

「
経
験
」
か
ら
分

離
し
て
い
る

「
フ
ロ
ー
の
空
間
」

に
基
づ
く
状
況
で
は
、
現
状
の
都
市
社
会
運

動
は
当
事
者
以
外

へ
の
普
遍
的
な
広
が
り
を
欠
き
、
新
し
い

「
部
族
主
義
」
や

「
ロ
ー
カ
ル

・
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
に
陥
り
が
ち
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
結
局
、

上
か
ら
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
の
だ
。

む
す
び
に
か
え
て

都
市
と
社
会
の
関
係
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
カ
ス
テ
ル
の
主
に
支
配
的

論
理
に
よ
る
都
市
空
間
の
変
容
の
議
論
を
検
討
し
て
み
た
。
た
し
か
に
彼
の
議

論
に
お
い
て
見
落
と
さ
れ
て
い
る
重
要
な
点
は
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
文
化
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
に
関
す
る
視
点
と
都
市
構
造
の
背
景
と
な
る
社
会
に

対
す
る
分
析
の
不
十
分
さ
で
あ

っ
た
。
一
方
で
、
彼
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、

情
報
発
展
様
式
に
お
い
て
フ
ロ
ー
の
空
間
が
優
位
と
な
り
、
産
業
空
間
の
み
な

ら
ず
生
活
空
間
も
ま
た

「
幾
何
学
的
空
間
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま

っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
現
代
の
都
市
状
況
を
端
的
に
表
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
カ
ス
テ
ル
の
議
論
に
お
い
て
積
み
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
は
い
く
つ

か
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
そ
れ
ら
に
つ
い
て
す
べ
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
い
く

つ
か
の
点
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
今

後
の
展
望
を
示
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
第

一
に
、
主
に
産
業
空
間
で
案
出
さ
れ
た
変
容
の
論
理
が
、
ど
の
よ
う

に
生
活

・
社
会
空
間
を
変
容
さ
せ
て
い
く
の
か
、
そ
の
過
程
と
根
拠
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
非
常
に
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
古
く
か
ら
論
議
の
的
と
な

っ

て
い
る
構
造
-
主
体
の
問
題
と
根
は
同
じ
で
あ
る
。
情
報
発
展
様
式
下
に
あ
る

都
市
空
間
に
関
す
る
限
り
、
生
産
空
間
に
お
け
る
情
報
経
済
の
進
展
が
そ
の
背

景
に
あ
る
と
考
え
れ
て
い
る
。
カ
ス
テ
ル
に
よ
る
と
、
情
報
は
文
化
に
基
づ
い

て
お
り
、
情
報
処
理
は
既
存
の
知
識
を
も
と
に
し
た
シ
ン
ボ
ル
操
作
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
情
報
は
科
学
的
か
つ
/
ま
た
は
社
会
的
経
験
に

よ

っ
て
検
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
生
産

組
織
、
社
会
的
諸
制
度
、
社
会
の
全
体
組
織
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
め
て

新
し
い
情
報
を
基
礎
に
お
く
生
産
諸
力
を
育
て
た
り
失
速
さ
せ
た
り
す
る
場
合
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に
キ
ー
と
な
る
要
素
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
情
報
発
展
様
式
に

お
け
る
支
配
的
論
理
の
作
用
は
お

の
ず
と
生
産
組
織
の
み
な
ら
ず
、
社
会
諸
制

度

・
組
織
を
情
報
経
済
の
論
理
に
沿

っ
た
空
間
編
成

へ
の
変
更
に
働
く
と
い
う

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
生

活
空
間
の
変
容
の
原
理
は
情
報
発

展
様
式
の

一
部
の
都
市
領
域
、
た
と
え
ば
メ

ト
ロ
ポ
リ
ス
な
ど
に
し
か
、
通
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
問
題
を

解
決
す
る

一
つ
の
方
向
は
、
生
活
空
間
の
社
会
的
編
成
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
全
体

社
会
や
都
市
空
間
と
の
関
連
で
模
索
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
カ
ス
テ
ル
の
議
論
の
も
う

一
つ
の
問
題
は
社
会
変
革
の
歴
史
的
主
体

と
し
て
の
都
市
社
会
運
動
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
カ
ス
テ
ル
は
現
実

の
都
市
社

会
運
動
に
否
定
的
な
結
論
を
下
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
彼
が
も
つ

「構

造
と
実
践
の
相
互
作
用
」
と
い
う
都
市
分
析
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
揺
ら
い

で
し
ま
う
。
彼
に
と

っ
て

「都
市
は
相
反
す
る
社
会
的
利
害
や
価
値
の
結
果
生

龠
)

じ
る
社
会
的
生
産
物
」
で
あ

っ
た
は
ず
だ
。
そ
こ
で
、
考
え
ら
れ
る
方
向
は
二

つ
あ
る
。

一
つ
は
あ
く
ま
で
も
実
践
と
し
て
の
都
市
社
会
運
動
を
分
析
の
中
心

に
据
え
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
今
ま
で
の
前
提
を
変

更
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
集
合
的
消
費

・
地
方
の
政
治
的
自
律
性
の
獲
得
と
は
ク
ー
デ

タ
ー
や
革
命
な
ど
の
手
段
を
除
い
て
は
、
も
と
も
と
制
度
的
な
手
段
を
用
い
な

け
れ
ば
達
成
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
集
合
的
消
費
や
政
治
的

自
律
を
求
め
る
運
動
が
制
度
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
単
な
る
利
害
集
団
と
な

っ
て

し
ま
う
と
い
う
都
市
社
会
運
動
の
傾
向
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
カ
ス
テ

ル
が
設
定
し
た
三
つ
の
目
標
は
基
本
的
に
は
個
別
的
な
価
値

・
利
害
で
あ
る
か

ら
、
都
市
社
会
運
動
は
も
と
も
と
の
性
格
か
ら
し
て

「部
族
主
義
」
的
側
面
を

持
つ
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
既
存
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
包
摂
さ

れ
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
個
別
化
し
排
他
的
に
な
る
傾
向
を
も

つ
社
会
運
動
を

社
会
変
革

の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
取
り
上
げ
る
場
合
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
の
外
部

か
ら
の
抵
抗

・
反
抗
を
社
会
変
動
の
契
機
と
す
る
の
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
内

部
に
お
け
る
活
動
こ
そ
に
社
会
構
造
を

つ
き
動
か
す
要
因
を
示
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
彼
に
そ
の
視
点
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
彼
が
論
じ
る

情
報
発
展
様
式
に
お
け
る
地
方
自
治
政
府
の
再
定
義
は
非
常
に
可
能
性
を
含
ん

だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
も
う

一
つ
の
方
向
は
実
践
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
変
更
し
て
し
ま
う
こ
と
で

あ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
カ
ス
テ
ル
が
七
〇
年
代
に
行

っ
た
シ
カ
ゴ
学
派
批
判

の
論
拠
と
も
な

っ
た

「
社
会
に
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
都
市
的
現
象
と
見
な

す
」
態
度
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
な
カ
ス
テ

ル
の
議
論
に
欠
け
て
い
る
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
議
論
を
射
程
に
入
れ

る
た
め
に
は
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
方
向
性
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
、

様
々
な
学
問
領
域
で
の
成
果
が
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
日
常
的
実
践
と

構
造
変
容
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
メ
ル
ッ
チ
の
ル
ー
テ
ィ
ソ
的
な
日

常
生
活
が
社
会
動
態
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
視
点
は
有
効
で
あ
る
と
思
う
。
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し
た
が

っ
て
、
カ

ス
テ
ル
の

「
産
業
社
会

で
の
都

市
人

口
が
た
え
ず
増
大

す

る
な
ら
ば
、

こ
の
こ
と
は
社

会
学
と
都
市
社
会
学

が
同

一
の
も

の
と
な
り

つ

カステルにおける都市空間の変容141
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つ
あ

る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
だ
ろ
う
」
と

い
う
言

明
は

一
面
的
で
あ
る
と

い
わ
ざ

る
を

え
な

い
。
O
鋤
2
巴

9
竃
■

(H
㊤
『
①
餌
)
若

林
幹
夫

(
一
九
九

六
年
)

十
八
頁

藤

田
弘
夫

(
一
九
九
七
年
)

も
ち
ろ
ん
、
都
市
研
究
は
シ
カ
ゴ
学
派
誕
生

よ
り
も
前

か
ら
行
わ
れ

て
き
た
。

例
え
ば
ウ

ェ
ー
バ
ー
の

『都

市

の
類

型
学
』

な
ど
。

例
え
ば

、
諺
巳

Φ
諺
o
P

賭
●

(一
㊤
bQ
Q。
)
、
毒

暮
買

い
.

(H
り
トσ
c。
)
、
勹
贄
貫

"
・国
●

(μ
Φ
b。
㊤
)
な
ど
多
数

。

○
置
α
窪

ρ
》
・
(H
㊤
◎Q
Φ
)
娼
・罐

吉
原
直
樹

(
一
九
九
四
年
)

一
七
頁

。

矢
澤
修
次
郎

(
一
九
九

一
年
)

二
〇

一
頁
。

こ
れ
は

ハ
ー
ヴ

ェ
イ
の

マ
ル

ク

ス
主
義
経
済

地
理
学
的
な
都
市
研
究

に
対

し
て
自
ら

の
立
場
を
語

っ
た
部

分

で
あ
る
。

高
橋
早
苗

「
マ
ニ
ュ
エ
ル

・
カ
ス
テ
ル
と

『
都
市
的
な
も

の
』
」
吉
原
直
樹
編

著

『
都
市
の
思
想
』
青
木
書
店

、

一
九
九

三
年
。

矢
澤
修
次
郎

(
一
九
九

一
年
)

一
八
八
頁

。
ま
た
、
カ

ス
テ
ル
は
都

市
シ

ス

テ
ム
と

い
う

用
語
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う

に
、
特

に
初
期

の
段
階

で
は
ア
ル

チ

ュ
セ
ー
ル
の
社

会
分
析
に
非
常

に
影
響

を
受
け
て

い
た
。

こ
れ

に

つ
い
て

は

霊
爵
奉
昌
8

(H
り
『
①
)
参

照
。

O
器
け亀
ρ
ζ

●
(一
Φ
鵡

)
邦
訳

、
二
二
五
頁

O
器
け巴
ρ
罎

.
(回
㊤
刈
cQ
)
邦
訳

、
二
九
頁

カ

ス
テ
ル
が
自

ら
い
う

ま
で
も
な
く

、
カ

ス
テ
ル
ー1
新
都
市
社
会
学

に
よ

る

と
す

べ
て

の
都
市

問
題
お

よ
び
都

市

シ

ス
テ
ム
は
集

合
的
消

費
過

程

で
あ

る
、
と

い
う
批
判
は
数

多
く
あ
る
。

こ
れ

に
対
し

て
カ
ス

テ
ル
は

「
都
市

は

集
合
的
消
費

に
と
ど

ま
ら
な

い
」
と

い
い
、
批
判

に
反
論
し

て
い
る

。
矢
澤

修
次
郎

(
一
九
九

一
年
)

一
九
〇
頁

O
器
けΦ
房

噛
竃
眇
(
一
⑩
認

)
邦
訳

二
二
四
頁

(14

)

　 　
2019
))

　 　 　 　
18171615
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2726
))

　 　 　 　 　
2524232221
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)
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)

こ
の
よ
う

カ
ス
テ
ル

の
理
論
的
変
節

の
背
景

は
町
村
に
よ

る
と

二

つ
考

え
ら

れ
る
。
ま
ず
第

一
に
労
働
運
動

の
衰
退

と
新

し
い
社
会
運
動
な
ど

の
出
現

に

よ
る

「
『
構
造
』

へ
の
浸
透

を
め
さ
す

主
体

の
登

場
」

で
あ

り
、
第

二
に
資

本
主
義

国
家

の
財
政
危

機
な
ど

に
よ

る
政
策
転

換
を
背
景
と
し
た
運
動

の
争

点
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
町
村
敬
志

(
一
九

八
五
年
)

一
六
二
頁

O
霧
什亀
ρ
冨

・
(H
㊤
認

)
邦
訳

二
五
〇
頁

O
器
什巴
ρ
竃

.
(お
Qo
ω
)
歹
G。
O
卜。

大
澤
善
信

(
一
九

九
二
年
)

一
二
四
頁

9

2
巴

ρ
ζ
.
(H
㊤
Go
Φ
餌
)
b
・H
刈

O
o
ζ・
8
房

L
≦
●
(H
り
c。
O
)

こ
の
部
分

の
論
述

に
関
し

て
は
、
山

口
節
郎

(
一
九
八
五
年
)
、
お
よ
び
坪
郷

實

(
一
九

八
九
年
)

の
議
論

に
依

っ
て

い
る
。

O
hけ
(
H
⑩
OQ
虧
)
た
だ
し
、
山

口
節

郎

(
一
九
八
五
年

)
よ
り
引
用

。

O
霧
叶巴

P
竃
・
(
H
㊤
Qo
8

)
U
●μ
ω
1
犀

寓
Φ
ピ
0
9

跨
.
(
H
㊤
OQ
㊤
)
参
照
。

O
o
ω什巴

P
寓
.
(
一
⑩
Q。
O
)

O
霧
静Φ
ロ
9
寓
●
(
お
◎。
Q。
)
O
.ω
H
ト

O
器
け巴

ρ
言
●
(
H
O
Qo
㊤
90
)
サ
b。
b。
O

臣
官
o
貫

》
の

(H
り
り
b⊃
)
リ
ピ

エ

ッ
ツ
の
都
市
形
態

の
議
論
は
彼
が
都
市
を
専

門

に
研

究
し
て

い
な

い
こ
と
も

あ

っ
て
、
カ

ス
テ
ル
と

比
べ
る
と
不
十
分
な

点

も
多

い
。
し
か
し
、
社
会

と
都

市
と

い
う

こ
と
を
考

え
る
と
、
彼

の

「
分

類
」
は
カ

ス
テ
ル
の
分
析
よ
り
も
要
点
を

つ
い
て

い
る
と
い
え
る
。

0
9
ωけ巴

P
竃
.
(昌
⑩
お

)
邦
訳

二
五
三
頁
、
お
よ
び

二
六
四
頁

こ
の
時

期
の
カ

ス
テ
ル
の
理
論
構
成

に
焦
点
を
当

て
、
多

く
論
者
が
カ

ス
テ

ル
の
都

市
分
析
は
経
済
決
定
論

的
性
格

を
も

っ
て
い
る

と
し
て
批
判
し
て

い

る
。

こ
の
よ
う

な
都

市
社
会
運
動

に
三

つ
の
目
標

を
分
節
化
し

、
そ
れ
ら
の
達
成
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度
に
よ

っ
て
運
動

を
規

定
す
る
姿
勢
は

、
以
前

ま
で
の
国
家
権
力
構
造

の
変

革

に
対
す
る
効
果

に
よ

っ
て
測
ら
れ
る
運
動
論

か
ら
は
前
進
し

て
い
る
と

い

え
る
が
、
町
村
が

い
う

よ
う
に

「
運
動
論

の
最
も
核

心
に
あ
た
る
部
分
は

、

以
前
の
モ
デ
ル
と
そ
れ

ほ
ど
変

化
が
な

い
」
と
も

い
え
る
。
町
村

(
一
九

八

五
年
)

一
六
五
頁

O
聾

巴

9
罫

Ω
㊤
。。
ω
)
歹
G。
昌
H

O
霧
8
ロ
ρ

寓
・
(H
O
o。
錚

)
戸
H
α

9

ωけ巴
。。
"訂

・
(H
㊤
G。
α
)
廿
b
り
H

参

考

文

献

》
巳

臼
の
8

"
Z
ご
H
8

ρ

§

恥
き

豊

q
巳
く
Φ
彗の
芽

o
h
9

冨

ぴq
。
中

①
の
。。

O
p
ω
け①
ロ
ρ
.寓

こ

Hり
蕊

瑠
9

0
ミ
禽
載
§

§

ミ
§
魯

い
①
U
o
o
o
ロ
〈
o
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         The Transformation of the City in Castells's theory 

              - For the Analysis to the Urban-Society 

                         Yoshihiro SEKI 

   Today, we are interested in the urban society, because of the ongoing urbanization. Like the 

Chicago School, the variety that the urban society shows has prevented the traditional urban sociology 

from making the theoretical framework of it. But the more various the city is, the more necessary it 

is to make its theory. It is important that we regard the relation between "the society and the urban" 

as an interrelationship between them, not the relationship between "the whole and a part". From this 

viewpoint the New Urban Sociology, such as Castells, study the urban. 

   In this paper I focus on understanding the transformation of the city in Castells's theory, and try 

to explain its possibilities and limits and to define the interrelationship between society and urban. 

   According to his theory, the city is changed by a dominant principle of economic and political 

system, and forces against it. The former emerges as the urban planning, and the latter as the urban 

social movements. Castells thinks of the modern capitalist society as "the informational mode of 

development". In this mode, informational technologies have transformed the urban space . This 

means that the space of flow is superior to that of place. 

   Moreover, it is not until three goals has been attained that the urban social movement can change 

the city. This three goals are the collective consumption, cultural identity and political self-

management. 

   Castells's works are very significant, but his theory embraces the following problems; how can 

the space of production influence our living space, and what is shown by the definitions of the urban 

social movement? 
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   the informational mode of development 

   the urban social movement 
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