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最
後
に
、

結
章
都
市
発
展
の
^

因
と
そ
の
..構
造 

が
、
編
者
の
11
1

鹿
博
士
に
よ
っ
て
書
か
，れ
て
い
る
が
、
 

と
れ
は
前
章
に
展
開
さ
れ
た
い
く
つ
か
.
の
理
論
、
実 

証
を
総
合
す
る
、
い
わ
ば
シ
ン
セ
シ
ス
に
あ
た
る
も 

の
で
.あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

以
上
、
本
#

の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、

一
 

ロ
に
言
っ
て
、
本
書
は
小
冊
子
で
あ
り

乍
ら
か
な
り 

よ
く
ま
と
ま
っ
て
お
.
り
、
そ
の
限
り
で
有
意
味
な
作 

業
と
い
え
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
し
か
し

乍
ら
， 

誰
に
も
容
易
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、

本
書
の
前 

半
、
即
ち
理
論
の
部
と
後
半
実
証
の
部
と
の
不
連
続 

性
で
あ
ろ
う
。
成
程
、
第
一一

章
に
示
さ
れ
る
.エ
コ
ノ 

ミ
ッ
ク
べ
イ
ス
、.
第
三
章
に
示
さ
れ
る
種
々
な
都
市 

構
造
の
模
式
は
、
実
証
の
^
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ 

れ
、
実
証
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
か
ん
じ
ん 

の
ァ
P

ン
ゾ
の
理
論
や
所
得
決
定
の
理
論
は
後
半
で 

は
全
く
蝕
れ
ら
れ
ず
、
こ
の
点
の
不
連
続
を
ど
う
解 

釈
し
た
ら
よ
い
か
、
多
く
の
読
者
を
途
惑
わ
せ
.る
も 

の
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
ル
は
理
論
畑
の 

研
究
者
は
実
証
に
弱
く
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ヮ
ー
ク
に
従 

3J
f

し
.て
い
る
者
は
必
ず
し
も
瑰
論
に
強
く
な
い
と
い 

う
周
知
の
亊
英
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ 

と
同
的
に
協
同
研
究
と
い
う
も
の
趋
体
に
わ
れ
わ
れ 

.
ヵ
な
じ
ん
で
い
な
い
結
见
で
も
あ
ろ
う
。

木
来
協
同 

研
究
は
、
こ
と
な
っ
た
知
識
钵
系
、
研
究
方
法
を
も

っ
た
者
が
集
ま
.
っ

.

て
相
互
に
意
見
.を
交
換
し
、
そ
こ 

に
独
自
の
研
究
成
果
を
さ
が
し
求
め
る
と
い
う
研
究 

.

過
程
で
あ
っ
て
、
.そ
の
結
果
は
い
く
つ
か
の
異
質
的 

な
内
容
の
並
列
で
あ
る
べ
.
き
で
は
な
く
、

.
む
し
ろ
有 

機

的
--
*

体
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
こ
の 

研
究
グ
ル
ー
プ
は
年
齢
も
若
く
、
そ
の
統
率
者
と
し 

て
山
鹿
博
士
と
い
う
学
識
人
格
と
も
に

信
頼
で
き
る 

存
在
を
も
っ
て
い
る
の
が
な
に
よ
り
も

強
み
で
あ
ン 

り
、
今
後
よ
り
よ
き
成
果
を
期
待
で
き
る
も
の
と
確 

信
し
て
い
る
。

(

明
玄
書
房
.

昭
和
四
十
年
十
月
刊
：
•. 

A

5
 

.

一.四
ニ
頁
*

ハ
五
〇
円)

I

高
橋
潤
ニ
郎—

氺 

氺 

氺

.
東

畑

精一

監
_

高

雲

蔵

蜃

金
融
経
済
研
究
所
編

『

明
治
前
期
の
銀
行
制
度 

丨

日
本
金
融
市
場
発
達
史I
丨

』

本
書
は
、
数
年
来
金
融
経
済
研
究
所
が
お
こ
な
っ 

て
き
た
、
日
本
金
融
史
に
か
ん
す
る
共
同
研
究
の
成 

果
の一

つ
で
あ
り
、
明
治
初
^
-
か
ら
ニ
〇
年
代
ぐ
ら 

い
の
時
期
ま
で
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
共
同
研
究 

は
、
今
日
の
わ
が
国
金
融
市
場
の
特
殊
性
よ
り
す
る 

固
有
の
問
題
点
の
解
明
を
め
ざ
し
て
、
そ
れ
.を
歴
史

一〇
六
、

(

一一
1

六)

的
に
あ
と
づ
け
よ
う
と
い
う
展
望
の
も
と
に
お
こ
な 

わ
..れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
が
当
初
よ
り
期
待
さ
れ
C
 

い
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
金
融
史(

日
本
資
本 

主
義
の
発
展
と
金
融
構
造)

.

研
究
は
、
す
で
に
永
い 

歴
史
を
も
ち
、
戦
前
は
蘼
末
期
か
ら
維
新
期
の
幣
制 

を
中
心
ど
し
た
研
究
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。

し
か 

し
、
.
金
融
を
.1

つ
の
構
造
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
麼 

史
的
展
開
を
、.
日
本
資
本
主
義
の
，歴
史
的
推
移
に
て 

ら
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
戦
後
の
こ
と 

に
属
し
て
お
り
、
未
開
拓
な
分
野
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
が
で
き
る
。
近
年
金
融
史
研
究
が
と
み
に
さ
か
ん 

に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
戦
後
の
日
本
資
本
主
義 

の
発
展
の
う
ち
に
お
け
る
金
融
の
特
異
な
構
造(

過 

度
の
間
接
金
融
偏
重)

の
由
因
を
明
ら
か
に
し
よ
う 

.
と
い
う
意
図
.か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
ま
.
た
、
い
ま
す
こ
し 

広
範
な
問
題
意
識
と
し
て
は
、
資
本
主
義(

と
り
わ 

け
国
家
独
占
資
本
主
義)

に
お
け
る
金
融
関
係
の
役 

I I

の
評
価
と
い
う
よ
う
な
点
に
も
帰
す
る
こ
と
^
;
で 

き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
研
究
方
向
も
多
様
で 

あ
っ
た
。
本
書
の
筆
者
の
一
人
、
渡
辺
佐
平
氏
に
よ 

れ
ば
、
そ
の
方
向
は
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ 

の「

つ
は
、
農
業
経
済

(

卩
地
主
制)

関
係
か
ら
み
■ 

た
金
融
把
握
、.
第
二
に
、
経
済
史
的
に
日
本
資
本
主 

義
の
特
殊
性
に
か
か
わ
ら
し
め
る
も
の
、
第
三
に
、
 

金
融
経
済
学
的
把
握
。

本
書
は
、
そ
の
共
同
研
究
的
性
格
か
ら
し
て
、
こ 

れ
ら
三
つ
の
立
場
の
線
合
の
う
え
に
な
り
た
っ
て
い 

る
と
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、
統
一
的
な
叙
述
で
は
な 

く
、
二
つ
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
に
し
ろ
、
 

そ
れ
ぞ
れ
が
、
綜
合
的
視
野
.に
自
ら
の
研
究
を
位
置 

づ
け
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。.
ま
ず
、
第
一
編
の
明
治 

前
期
.
の
国
立
銀
行

(

杉
山
和
雄
氏)

に
お
い
.て
ば
、
 

国
立
銀
行
に
か
ん
す
る
資
•

史
料
の
.発
掘
の
進
展
に
- 

と
も
な
い
、
国
立
銀
行
を
類
型
的
•
抽
象
的
に
把
握 

す
る
こ
と
を
.さ
け
、
資
料
に
•よ
る
実
証
的
究
明
を
志 

向
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
第
一
章
、
銀
行
局
年
報 

の
分
析
は
、
統
計
的
、
計
数
的
な
分
析
か
ら
、
国
立 

銀
行
の
資
産
構
成
，•
手
形
取
扱
状
況
を
み
、
地
域
的 

な
金
融
の
.集
中
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
第
二
章
、
第 

三
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
異
な
産
業
的
速
関
の
も
と 

で
の
国
立
銀
行
業
務
の
動
態
を
".福
鳥
第
百
七
国
立 

銀
行
、
横
浜
第
七
十
四
国
立
銀
行
の
事
例
に
即
し
て 

分
析
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
第
一
章
に
対
す
る
構 

造
的
分
析
と
な
り
、
生
産
•
流
通
の
両
過
程
と
金
融 

と
の
結
合
の
形
態
を
、
き
わ
め
て
実
証
的
に
あ
き
ら 

か
に
.し
て
い
る
。

第
一
一
編
明
治
期
日
本
銀
行
の
発
行
制
度(

渡
辺
佐 

乎
S

は
、
中
央
銀
行
と
し
て
の
日
本
銀
行
の
成
立 

の
琳
情
と
、
発
行
制
度
と
の
関
速
を
歴
史
的
に
た
ど 

り
、
と
く
に
、，
金
融
政
策
の
政
策
主
体
の
と
れ
を
め

新

刊

紹

介

ぐ
る
論
議
に
注
目
さ
れ
' 

比
例
準
備
制
度
か
ら
屈
伸 

制
限
発
行
制
度
と
し
て
の
確
立
と
、
保
証
準
備
発
行 

へ
の
移
行
過
程
を
あ
き
ら
■
か
に
し
、
産
業
資
本
の
確 

立
と
、
政
府
を
通
じ
て
の
発
行
制
度
へ
の
圧
力
と
い 

う
点
か
ら
、
わ
が
国
中
央
銀
行
の
歴
史
的
特
殊
性
名 

え
う
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

以
上
.
ニ
つ
の
論
文
を
と
お
し
て
、
明
治
前
期
に
お 

け
る
金
融
制
度
の
中
心
と
し
て
.
の
.
日

本

銀

行

と

国

立
 

銀
行
と
が
、
き
わ
め
て
資
本
主
義
化
の
特
性
に
左
右 

さ
れ
つ
つ
、
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
.
あ
き
ら
か
に 

な
る
。
ま
た
、
地
方
国
立
銀
行
に
み
る
業
態
の
著
る 

-

し
い
地
域
的
な
差
異
と
、.
中
央
銀
行
の
歪
ん
だ
発
展
. 

の
う
ち
に
す
で
に
、
今
日
の
金
融
体
制
：の
特
異
性
を
. 

み
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
.(
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.
 

•

大
野
英
ー
一
著

『

ド
ィ
ッ
資
本
主
義
論

』

.

本
書
は
，
戦
後
わ
が
国
に
お
げ
る
西
欧
各
国
金
融 

資
本
の
成
立
過
程
の
本
格
的
研
究
の
い
わ
ば
先
端
を 

き
っ
.そ

、
さ

き

に『

.K

ィ
ッ
.
金
融
資
本
成
立
史
論』 

(

一
九
五
六
年
刊)

を
も
の
さ
れ
た
著
者
が
、
：
そ
.
こ
で
.

明
ら
か
に
し
た「
ド
ィ
ッ
金
融
資
本
の
成
立
過
程
の 

甚
本
線」

を

「

ド
ィ
ッ
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
の 

う
ち
に
位
置
づ
け
て」

、
そ

の
「

支
配
の
歴
史
的
規 

定
性
如
何
を
問
う
課
題」

に
対
し
て「

決
着
を
あ
た 

え」

た
力
作
で
あ
る
。
し
た
が
-?

て
そ
の「

主
題
は 

帝
制
ド
ィ
ッ
の
社
会
構
成
の
.歴
史
的
規
定
性
を
明
ら 

か
に
す
る
点」

に
.
お
.
か
れ
、.
本

書

は

.、

こ

の

主

題

を 

め
ぐ

っ
て
著
者
が
：前
著
公
刊
以
後
発
表
さ
れ
た
諸
論 

文
を
、「

あ
た
ら
し
い
研
究
成
果
を
吸
収」

し
て「

加 

筆
と
補
筆」

-'

を
加
え
な
が
ら
、
三
部
に
分
け
て
配
列 

す
る
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
叙
述 

は
.
、
著
者
自
身
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、

「

時
期
的
に 

は
ビ
ス
マ
ル
ク
.
レ
ジ

ー
ム
を
越
え
て
、
発
生
史
の 

追
跡
を
試
み
た
り
、
あ
る
い
は
発
展
傾
向
の
展
望
を 

あ
：た
え
た
り
し
て
、
か
な
り
^

巩
に
わ
た
っ
て
い
る」 

が
、
.
あ
く
ま
で
も
.一

W

し
て
右
.
の
.主

題

を

追

求

す

る
 

こ
と
に
よ
っ
て
統一

さ
れ
た
、
み
ご
と
な
体
系
的
研 

'
究
成
果
で
あ
る
。

ま
ず
序
論
で
、
A

独
占
資
本
の
発
達
と
帝
国
主 

義
：
B

,

経
済
恐
慌
、
0

階
級
關
争
の
深
刻
化
と 

社
会
主
義
革
命
、
の
分
析
を
行
い
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
 

資
本
主
義
の「

全
般
的
危
機」

に
つ
な
が
る「

危
機 

の
社
会
的
塞
盤」

を
明
ら
か
に
し
、
第
一
部
蕋
#
貞 

業
分
析
で
は
、
. 

'ォ

ー

べ

ル

.

.

.
ク
ュ-
レ
ー
ジ
ェ
.

ン
.
製

鉄 

業
の
創
出
過
程(

第
一
章)

と
再
編
過
程(

第
一|

章)

、

一
〇
七

(
i

 

ニ

七)


