
都
市
の
学
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
創
造
的
営
為
を
探
求
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
営
為
が
個
人
的
な
趣
味
で
な

い
限
り
、
そ
の
受
容
と
展
開
を
み
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
文
化
と
し
て

成
り
立
ち
え
て
い
る
場
合
、
不
可
欠
の
要
素
を
な
す
と
思
わ
れ
る
。

大
阪
の
学
芸
を
み
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
そ
こ
で
は
つ
ね
に
「
町
人
」
と
い
う

語
が
冠
せ
ら
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
。
懐
徳
堂
し
か
り
混
沌
社
し
か
り
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
面
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
町
人
と

し
て
学
問
す
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
語
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
「
町
人
」
が
本
当
に
質
的
に
主

要
な
受
容
者
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
受
容
や
学
び
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で

［
二
○
○
一
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
大
坂
の
学
藝

都
市
の
学
藝
と
在
村
の
学
藝

あ
る
と
は
い
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
気
に
な
っ
て
い
る
記
述
が

あ
る
。
そ
れ
は
近
代
の
二
人
の
学
者
の
も
っ
て
い
た
、
大
阪
の
学
芸
、

と
く
に
懐
徳
堂
へ
の
あ
る
意
識
的
な
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
わ
だ
か

ま
り
で
あ
る
。
農
村
と
大
都
市
と
い
う
出
身
の
違
い
を
前
提
に
過
去

の
懐
徳
堂
へ
の
意
識
の
し
か
た
に
お
い
て
興
味
深
い
相
違
が
み
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
人
と
は
民
俗
学
の
柳
田
国
男
と
折
口
信
夫

で
あ
る
。

柳
田
国
男
は
播
州
神
崎
郡
田
原
村
辻
川
の
医
者
兼
漢
学
者
の
家
の

六
男
と
し
て
生
れ
た
が
、
そ
の
少
年
期
の
こ
ろ
の
思
い
出
を
語
っ
た

『
故
郷
七
十
年
』
そ
の
他
の
中
で
、
彼
が
一
年
ば
か
り
預
け
ら
れ
た

村
の
大
庄
屋
三
木
家
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る
。
「
北
条
に

山
中

浩

之
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ゐ
た
こ
ろ
一
時
私
は
父
の
友
人
で
あ
る
三
木
と
い
ふ
辻
川
の
旧
家
に

預
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
中
略
）
同
家
の
先
代
で
拙
二
氏
の
祖
父

に
当
る
慎
三
郎
と
い
ふ
人
は
、
農
家
に
似
合
わ
ず
学
問
好
き
な
人
で

あ
っ
た
ら
し
く
三
十
数
歳
で
早
世
し
た
が
、
大
阪
の
中
井
竹
山
の
系

統
を
引
く
学
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
家
の
裏
手
に
い
ま
も
残
っ
て
い

る
土
蔵
風
の
建
物
の
二
階
八
畳
に
は
多
く
の
蔵
書
が
あ
っ
た
。
そ
し

て
階
下
が
隠
居
部
屋
で
二
階
に
は
誰
も
入
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

た
の
だ
が
、
私
は
子
供
の
こ
と
だ
か
ら
自
由
に
蔵
書
の
あ
る
所
へ
出

入
り
し
て
本
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
（
中
略
）
い
ろ
い
ろ
な
種
類
を

含
む
蔵
書
で
和
漢
の
書
籍
の
間
に
は
草
双
紙
類
も
あ
っ
て
読
み
放
題

に
読
ん
だ
の
だ
が
、
私
の
雑
学
風
の
基
礎
は
こ
の
一
年
ば
か
り
の
間

で
形
造
ら
れ
た
よ
う
に
思
ふ
」
（
『
故
郷
七
十
年
』
「
幼
時
の
読
書
」
）
。

柳
田
に
と
っ
て
、
懐
徳
堂
最
盛
期
の
学
主
中
井
竹
山
に
就
学
し
た

三
木
公
造
の
残
し
た
彪
大
な
文
庫
が
読
書
の
基
礎
を
培
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
当
時
柳
田
は
「
虚
弱
で
、
い
た
づ
ら
で
、
ま
た
小
生
意

気
な
十
二
歳
の
少
年
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
預
か
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
。

「
そ
れ
が
た
っ
た
一
度
の
頼
み
で
、
こ
の
厄
介
者
を
ひ
き
う
け
て

も
ら
っ
た
こ
と
は
、
い
ま
考
え
て
も
不
審
な
や
う
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
多
分
学
問
へ
の
大
き
な
愛
情
と
、
つ
ぎ
に
は
主
人
の
判
断
を
重
視

し
た
、
前
々
か
ら
の
家
風
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
う
思
っ
て
い
つ
ま
で

も
私
は
三
木
家
の
先
代
の
人
柄
を
懐
か
し
が
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」

（
同
「
大
庄
屋
の
家
に
」
）

柳
田
は
こ
の
よ
う
に
、
播
州
地
域
へ
浸
透
し
た
懐
徳
堂
で
学
ん
だ

庄
屋
学
者
三
木
公
造
へ
の
は
る
か
な
思
慕
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
に

感
じ
ら
れ
る
の
は
、
学
問
に
寄
せ
る
素
朴
な
信
頼
の
念
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
懐
徳
堂
は
、
農
村
の
知
識
層
に
、
「
学
問
の
大

き
な
愛
情
」
を
育
む
教
育
施
設
と
し
て
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
む
し
ろ
農
村
に
お
い
て
で
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
純
で
素
朴
な
学
問
へ
の
憧
れ
が
培
わ
れ
た

と
さ
え
み
え
る
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
は
ま
た
柳
田
の
中
に
も
生
き
て

い
た
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
懐
徳
堂
に
意
識
的
な
つ
な
が
り
を
も
ち
な
が

ら
、
折
口
信
夫
は
、
柳
田
と
は
全
く
異
な
っ
た
感
慨
を
語
る
。
彼
は

大
阪
市
浪
速
区
木
津
の
生
れ
で
あ
る
。
折
口
は
大
阪
と
い
う
町
人
の

町
に
生
れ
て
、
学
問
に
志
す
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
屈
折
し
た
あ
り

方
に
お
い
て
な
さ
れ
る
か
を
、
過
去
の
懐
徳
堂
に
関
わ
ら
せ
て
語
っ

て
い
る
。

「
懐
徳
堂
の
歴
史
を
読
ん
で
、
思
わ
ず
た
め
息
を
つ
い
た
事
が
あ
る
。

百
年
も
前
の
大
阪
町
人
、
そ
の
二
、
三
男
の
文
才
・
学
才
あ
る
者
の

な
り
行
き
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
秋
成
は
か
う
言
う
、

、
、
、

境
に
あ
は
い
教
養
を
受
け
た
て
あ
い
の
末
路
を
、
は
り
つ
け
も
の
だ

と
罵
っ
た
。
そ
ん
な
あ
く
た
い
を
つ
い
た
人
自
身
、
や
は
り
何
と
も

つ
か
ぬ
、
迷
い
犬
の
様
な
生
涯
を
了
へ
た
で
は
な
い
か
。
で
も
、
さ
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う
い
ふ
道
を
見
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
ま
だ
よ
い
。
恐
ら
く
は
、

何
だ
か
、
其
暮
し
方
の
物
足
ら
な
さ
に
、
無
恥
な
一
生
を
、
過
す
こ

と
で
あ
っ
た
ら
う
に
。
養
子
に
や
ら
れ
て
は
戻
さ
れ
、
嫁
を
持
た
さ

れ
て
は
、
そ
り
の
あ
は
い
家
庭
に
飽
く
。
こ
ん
な
事
ば
か
り
く
り
返

し
て
老
い
衰
へ
、
兄
の
か
、
り
う
ど
に
な
っ
て
、
日
を
送
る
事
だ
ろ

う
。
部
屋
住
み
の
ま
ま
に
白
髪
に
な
っ
て
、
か
ひ
性
な
し
の
を
っ
さ

ん
と
家
の
を
ひ
、
め
ひ
に
は
誇
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
」

（
『
古
代
研
究
』
「
追
ひ
書
き
」
）

折
口
に
と
っ
て
は
「
こ
れ
は
、
空
想
で
は
な
か
っ
た
」
。
彼
の
曾

祖
母
の
継
子
に
こ
の
よ
う
な
成
り
行
き
を
も
っ
た
「
彦
次
郎
」
と
い

う
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
家
業
が
い
や
で
学
問
を
噛
み
、
家
に
居
れ

ば
屋
根
裏
部
屋
に
籠
り
切
り
で
、
継
母
の
目
を
さ
け
て
、
二
階
か
ら

降
り
て
来
ず
、
そ
の
間
の
所
在
な
さ
に
読
書
や
書
に
憂
い
を
は
ら
っ

た
。
果
て
は
久
離
き
ら
れ
た
身
と
な
っ
て
熊
野
へ
落
ち
行
き
、
そ
こ

で
寺
子
屋
師
匠
と
し
て
わ
び
し
い
月
日
を
送
っ
て
や
が
て
死
ん
で
い

主
著
『
古
代
研
究
』
を
成
稿
し
、
学
者
と
し
て
立
と
う
と
し
て
い

る
折
口
は
、
自
分
に
も
「
ま
だ
古
い
町
人
の
血
が
よ
ど
ん
で
い
る
」

と
い
い
、
こ
の
家
の
者
語
り
が
「
強
く
意
味
を
持
っ
て
響
い
て
来
る
」
。

「
か
う
し
た
、
ぼ
う
と
し
た
一
生
を
暮
ら
し
た
人
も
、
一
時
代
前
ま

で
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
。

っ
た
と
い
う
。

過
去
に
大
阪
町
人
の
子
弟
と
し
て
懐
徳
堂
に
学
ん
だ
人
た
ち
の
あ

り
様
が
、
折
口
に
は
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
折

口
に
は
「
彦
次
郎
さ
ん
ら
の
た
め
息
」
が
ま
る
で
自
分
の
た
め
息
で

あ
る
か
の
よ
う
に
聞
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
柳
田
に

お
い
て
み
ら
れ
た
よ
う
な
学
問
へ
の
素
朴
な
信
頼
や
愛
情
で
は
な
い
。

む
し
ろ
町
人
社
会
で
学
問
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
学
問
に
寄
せ
る
意
識
の
相
違
は
、
た
し
か
に
二
人
の

民
俗
学
に
つ
な
が
る
よ
う
な
個
性
の
違
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
両
者
と
も
地
域
に
根
ざ
し
た
深
い
実
感
と
し
て
語
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
大
阪
の
学
を
町
人
の
学

と
一
般
的
に
み
な
し
、
好
学
的
な
都
市
町
人
と
い
う
枠
内
、
事
柄
と

考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
表
面
的
に
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
か
ひ

性
な
し
の
を
っ
さ
ん
」
の
相
な
っ
た
都
市
の
学
芸
、
「
か
ひ
性
」
あ

る
在
村
有
力
層
の
相
な
っ
た
在
村
の
学
芸
、
そ
の
関
係
の
中
に
「
大

阪
の
学
」
の
形
成
と
展
開
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
本
論
文
は
、
二
○
○
一
年
度
日
本
思
想
史
学
会
大
会
発
表
要
旨
に
収
め
ら

れ
た
文
章
を
転
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
校
正
に
つ
い
て
は
編
集
委
員
が
あ

た
っ
た
。

（
大
阪
女
子
大
学
教
授
）
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