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吉
田
廸
矩

都
市
学
、
地
域
学
に
つ
い
て

　
都
市
学
、
地
域
学
（
以
下
「
地
域
学
」
と
い
う
）
と

は
比
較
的
新
し
い
用
語
法
で
あ
り
、
そ
の
定
義
も
研
究

方
法
も
決
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、

ま
た
そ
の
都
市
、
地
域
な
り
の
や
り
方
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
都
市
研
究
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一

定
の
理
念
を
持
ち
、
そ
の
都
市
を
い
か
に
そ
の
理
念
や

制
度
に
近
づ
け
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
に
対
し
て
地
域
学
は
、
そ
の
都

市
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
や
成
り
立
ち
を
認
め
、
そ
こ
に

住
む
こ
と
の
意
味
や
そ
の
土
地
の
独
自
性
を
求
め
て
い

く
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
ま
た
、
郷
土
史
が
あ
る
地
域
の
研
究
に
深
く
関
与
す

る
の
に
対
し
、
地
域
学
は
他
都
市
と
の
比
較
等
む
し
ろ

開
か
れ
た
地
域
研
究
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

　
私
た
ち
の
生
活
は
、
そ
の
土
地
の
自
然
や
風
土
に
規

さ
等
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
住
ん
だ
人
々

が
長
年
に
わ
た
っ
て
築
い
て
き
た
歴
史
や
文
化
、
生
活

ス
タ
イ
ル
を
受
け
継
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
る
都
市
で
は
、
毎
日
一
定

の
時
刻
に
な
る
と
一
斉
に
教
会
の
鐘
が
鳴
り
響
く
と
い

う
。
こ
の
鐘
の
音
は
、
何
百
年
も
前
の
そ
の
土
地
の
市

民
も
同
じ
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
恐
ら
く
将
来

そ
こ
に
住
む
で
あ
ろ
う
人
た
ち
も
聞
く
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
鐘
の
音
は
時
代
を
超
え
て
そ
こ
に
生
活
す
る
人
た

ち
に
共
通
の
一
体
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
都
市
と
い
う
居
住
形
態
は
二
千
年
以
上
の
永
い
歴
史

を
持
ち
、
人
類
は
都
市
を
中
心
に
歴
史
と
文
化
を
築
い

て
き
た
。

　
今
日
、
国
際
化
、
情
報
化
が
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
多
く
は
都
市
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い

く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
都
市
は
独
自
性
、
個
別
性
を
も

つ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
国
際
性
、
普
遍
性
を
持
つ
で
あ

ろ
う
し
、
都
市
が
持
つ
情
報
結
節
点
と
し
て
の
機
能
は
、

そ
の
都
市
が
持
づ
魅
力
＝
住
み
や
す
さ
、
集
ま
り
や
す

二
　
　
　
各
地
の
地
域
学

　
地
域
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
研
究
は
、
相
当
以
前

か
ら
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
な
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
こ
に
都
市
や
地
域
の
名
前
を
付
け
た
研
究
で
、

極
め
て
早
い
時
期
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
に
沖
縄
学
が

あ
る
。
沖
縄
学
は
そ
の
文
化
的
、
民
族
的
独
自
性
を
求

め
て
戦
前
か
ら
活
動
を
続
け
て
き
た
。

　
地
域
学
が
一
つ
の
潮
流
と
し
て
表
れ
て
き
た
の
は
こ

こ
十
五
年
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
高
度
経
済

成
長
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
は
全
国
的
な

地
域
お
こ
し
運
動
と
一
致
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
地
域
に

本
当
に
根
ざ
し
た
地
域
づ
く
り
を
し
よ
う
と
す
る
動
き

が
、
地
域
学
に
理
論
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
か
の
如

く
に
見
え
る
。

　
都
市
科
学
研
究
室
で
は
、
平
成
元
年
度
及
び
二
年
度

の
二
ヵ
年
で
「
横
浜
学
基
礎
調
査
」
を
実
施
し
て
お
り
、
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文
化
水
準
、
水
の
都
江
戸
・
東
京
等
で
あ
る
。

　
そ
の
成
果
は
既
に
出
来
つ
つ
あ
り
、
小
木
新
造
氏
が

中
心
と
な
っ
て
ま
と
め
た
「
江
戸
東
京
学
事
典
」
が
市

販
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
若
干
離
れ
た
行
政
に

お
い
て
は
、
東
京
都
が
江
戸
東
京
博
物
館
を
建
設
し
つ

つ
あ
る
。

三
－
横
浜
学
と
は

そ
の
中
で
四
都
市
の
地
域
学
の
調
査
を
実
施
し
た
（
別

表
参
照
）
。

　
簡
単
な
説
明
を
付
け
加
え
る
と
、
長
崎
学
は
江
戸
時

代
に
お
け
る
長
崎
の
国
際
交
流
を
基
本
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
、
そ
れ
を
現
代
に
生
か
し
て
県
民
意

識
の
一
体
性
を
醸
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
神
戸
の
場
合
、
一
部
の
大
学
の
講
座
や
新
聞
等
で
神

戸
学
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
神
戸
学
と
い

う
も
の
が
明
確
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
改
め
て
神
戸
学
で
神
戸
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ー
を
探
る
必
要
は
な
い
と
い
う
神
戸
っ
子
の
自
負
さ
え

感
じ
ら
れ
る
。

　
事
実
、
神
戸
っ
子
は
職
場
は
た
と
え
大
阪
で
も
ア
フ

タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
は
地
元
と
い
う
人
が
多
い
よ
う
で
、
生

活
レ
ベ
ル
で
の
神
戸
の
魅
力
は
相
当
な
も
の
ら
し
い
。

　
掛
川
学
は
多
く
の
側
面
を
持
つ
が
、
主
と
し
て
市
民

の
生
き
が
い
づ
く
り
の
た
め
の
生
涯
学
習
と
い
う
行
政

目
的
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心
人
物
は

榛
村
市
長
自
身
で
あ
っ
て
、
市
の
多
く
の
行
政
が
生
涯

学
習
運
動
と
結
び
付
け
ら
れ
、
住
み
よ
い
郷
土
作
り
が

強
力
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
江
戸
東
京
学
は
、
近
代
化
の
過
程
で
失
わ
れ
て
き
た

江
戸
か
ら
明
治
前
半
期
に
形
づ
く
ら
れ
た
庶
民
の
生
活
、

都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
都
市
景
観
等
を
研
究
し
、
そ

の
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
江

戸
、
東
京
市
民
の
持
っ
て
い
た
生
活
の
ゆ
と
り
、
高
い

　
　
「
横
浜
学
基
礎
調
査
」
で
は
横
浜
に
か
か
わ
り
の
あ

る
有
識
者
三
十
二
人
の
方
に
、
横
浜
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
の
中
で
多
数
の
有
益
な
御
指

摘
を
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
特
に
横
浜
の
特
性
に
つ
い

て
は
多
く
の
方
が
港
や
海
の
景
観
、
ま
た
中
華
街
や
外

人
墓
地
等
の
外
国
人
に
か
か
わ
り
の
深
い
施
設
を
挙
げ

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
横
浜
の
都
市
と
し
て
の
特
性
を
位

置
付
け
て
み
る
と
、
横
浜
は
、
（
一
）
日
本
に
お
け
る

近
現
代
の
国
際
交
流
の
場
、
（
二
）
外
国
文
化
の
流
人
、

定
着
と
そ
の
国
内
へ
の
伝
播
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
、

（
三
）
国
内
か
ら
の
人
、
物
、
文
化
の
流
人
が
著
し
か
っ

た
場
所
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
横
浜
の
こ
の
百
三
十
年
の
変
化
は
激
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
港
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
町
が
商
業
都
市
へ
、

さ
ら
に
工
業
と
住
宅
を
含
ん
だ
大
都
市
と
な
っ
た
。

　
横
浜
に
は
ど
の
よ
う
な
人
も
事
物
も
受
け
入
れ
た

　
「
開
放
性
」
が
あ
り
、
異
質
な
人
、
物
、
文
化
が
「
共

存
」
し
、
ま
た
「
交
流
」
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
国
際

性
」
や
「
開
放
性
」
に
も
と
づ
い
て
新
し
い
文
化
を
創

造
し
た
と
い
う
「
先
進
性
」
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
多

く
の
横
浜
が
見
つ
け
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
横
浜
の
誇
る
自
然
資
源
は
何
と
い
っ
て
も
海
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
海
だ
け
で
は
な
い
。
鶴
見
川
や
帷
子
川
、

大
岡
川
、
柏
尾
川
等
の
流
域
と
谷
戸
や
斜
面
緑
地
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
に
は
丘
が
あ
り
、
そ
の
丘
に
は

新
し
い
市
民
が
住
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
も
新
た
な
横

浜
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

　
横
浜
に
関
す
る
研
究
や
出
版
が
ど
の
程
度
な
さ
れ
て

い
る
か
知
る
由
も
な
い
が
、
社
会
経
済
的
な
横
浜
研
究

か
ら
郷
土
史
、
個
人
の
伝
記
ま
で
含
め
る
と
相
当
な
数

に
の
ぼ
る
。

　
そ
ん
な
中
で
、
識
者
が
共
通
し
て
推
せ
ん
す
る
本
は

横
浜
市
立
大
学
経
済
研
究
所
の
編
集
に
よ
る
「
横
浜
経

済
・
文
化
事
典
」
（
昭
和
三
十
三
年
三
月
刊
）
　
で
あ
ろ

う
。
対
象
年
代
は
一
八
五
九
年
か
ら
一
九
五
八
年
ま
で

の
百
年
に
わ
た
り
、
七
編
八
百
項
目
に
の
ぼ
る
も
の
で

あ
る
。

　
本
市
総
務
局
市
史
編
集
室
の
「
横
浜
市
史
」
の
編
集

作
業
は
、
大
正
九
年
に
始
ま
。
り
、
途
中
戦
争
を
は
さ
ん

で
二
十
年
ほ
ど
の
中
断
は
あ
っ
た
が
現
在
も
続
い
て
い

る
ぼ
う
大
な
も
の
で
あ
る
。

調査季報107－90.9
49



研究レポート　横浜学と横浜学シンポジウム

四
―
横
浜
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

　
開
港
資
料
館
は
、
昭
和
五
十
六
年
設
立
以
来
開
港
期

を
中
心
に
多
く
の
貴
重
な
研
究
を
続
け
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
基
礎
的
、
先
駆
的
な
事
業
が
進
め
ら
れ
る

な
か
で
、
昭
和
五
十
年
代
に
な
っ
て
横
浜
に
関
す
る
大

学
の
学
生
向
け
市
民
向
け
の
講
座
が
ぼ
つ
ぼ
つ
現
れ
て

き
た
。

　
昭
和
五
十
年
代
後
半
に
は
、
「
横
浜
」
の
冠
を
付
け

た
民
間
研
究
団
体
が
生
ま
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
行
政
で

も
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
市
民
大
学
講
座
で
「
横
浜
論
」

の
連
続
講
座
を
実
施
す
る
に
及
ん
で
、
ほ
ぼ
そ
の
萌
芽

は
出
そ
ろ
っ
て
き
た
。

　
横
浜
学
基
礎
調
査
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
た

関
係
団
体
は
、
大
学
九
、
民
間
団
体
十
一
、
出
版
七
、

行
政
三
、
合
計
三
十
に
の
ぼ
る
。

　
こ
れ
ら
の
団
体
は
相
互
に
共
同
研
究
す
る
と
か
、
共

通
の
議
論
の
場
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
活
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
共
通
の
交
流
の
場
所
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て

連
携
が
な
さ
れ
、
ま
た
大
学
、
研
究
機
関
と
市
民
の
研

究
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
横
浜
学
が
飛
躍
的
に

発
展
す
る
時
期
が
到
来
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
横
浜
学
を
開
か
れ
た
、
自
由
な
研
究
と
し
、
ふ
る
さ

と
意
識
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
た
め
の
連
絡
組
織

と
し
て
、
横
浜
学
研
究
会
議
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
横
浜
を
知
る
こ
と
学
ぶ
こ
と
は
、
横
浜
で
生
活
す
る

こ
と
の
積
極
的
な
意
味
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
横

浜
を
愛
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
横
浜
に
は
素
晴
ら
し
い
伝
統

と
将
来
に
向
か
っ
て
大
き
く
発
展
し
て
い
く
可
能
性
が

あ
る
の
で
、
研
究
テ
ー
マ
に
こ
と
欠
く
こ
と
は
な
い
。

横
浜
学
が
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
専
門
的
研

究
も
市
民
の
研
究
も
豊
か
に
実
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
横
浜
学
は
ま
だ
一
部
の
人
の
研

　
　
　
　
第
一
部
　
横
浜
市
開
港
記
念
会
館
講
堂

　
　
　
　
第
二
部
　
横
浜
国
際
会
議
場
（
産
貿
ホ
ー
ル
）

　
（
四
）
第
一
部
講
演
者
等

　
　
　
　
記
念
講
演
　
　
　
　
木
村
　
尚
三
郎
氏

　
　
　
　
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
　
　
有
馬
　
真
喜
子
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
　
賓
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
宮
山
　
洋
子
氏

　
（
五
）
第
二
部
地
域
学
交
流
集
会

　
　
　
　
掛
川
学
、
江
戸
東
京
学
、
神
戸
学
、
横
浜
学

　
　
　
　
か
ら
の
報
告
及
び
討
論

多
く
の
方
の
御
参
加
を
お
願
い
し
た
い
。

五
－
今
後
の
方
向
と
課
題

究
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
の
存
在
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
「
横
浜
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
は
、
横
浜

に
対
す
る
親
し
み
や
魅
力
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
多
く
の
人
を
横
浜
学
へ
と
誘
い
、
ま
た
専
門
的
に
研

究
を
し
て
い
る
人
々
に
対
し
て
は
、
交
流
の
場
所
を
設

け
て
議
論
と
連
携
の
輪
を
広
げ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
　
「
第
一
回
横
浜
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
開
催
の
概
要
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
二
）
基
本
テ
ー
マ
　
横
浜
…
き
の
う
・
き
ょ
う
・
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た

（
二
）
開
催
日
時
　
　
平
成
二
年
十
二
月
十
五
日
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
一
時
三
十
分
か
ら

（
三
）
開
催
場
所

　
日
本
の
都
市
は
基
本
的
に
中
央
志
向
的
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
都
市
固
有
の
独
自
性
が
弱
い
。
と
く
に
横

浜
は
東
京
と
い
う
世
界
有
数
の
大
都
市
に
隣
接
し
て
い

る
た
め
に
、
そ
の
圧
倒
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま

た
戦
争
や
そ
の
後
の
経
済
発
展
に
よ
っ
て
住
民
の
移
動

が
極
端
に
激
し
か
っ
た
。

　
こ
の
た
め
横
浜
固
有
の
文
化
や
伝
統
が
保
持
さ
れ
、

ま
た
育
っ
て
い
く
余
裕
と
条
件
が
貧
し
か
っ
た
。
む
し

ろ
こ
れ
か
ら
将
来
に
向
か
っ
て
、
そ
れ
を
大
き
く
し
て

い
く
可
能
性
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
横
浜
の
激

し
い
変
化
と
混
屯
と
し
た
現
実
の
裏
側
に
今
も
か
く
れ

て
い
る
横
浜
ら
し
さ
、
あ
る
い
は
郊
外
部
の
住
宅
街
に
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育
ち
つ
つ
あ
る
新
し
い
横
浜
を
追
い
求
め
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
豊
か
な
横
浜
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
人
口
三
百
二
十
万
人
、
面
積
四
百
三
十
一
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
横
浜
を
共
通
の
横
浜
ら
し
さ
で
く
く
る
の

は
、
至
難
の
技
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、
横
浜

学
は
各
地
域
に
あ
る
独
自
性
、
多
様
性
こ
そ
尊
重
し
た

い
。
む
し
ろ
横
浜
学
は
区
レ
ベ
ル
、
地
域
レ
ベ
ル
の
地

域
研
究
を
含
ん
だ
豊
か
な
内
容
の
も
の
に
発
展
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

画
を
進
め
て
行
く
過
程
で
、
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
御

意
見
を
い
た
だ
い
た
。

　
庁
内
で
は
、
自
分
の
仕
事
を
す
る
か
た
わ
ら
に
横
浜

に
関
す
る
貴
重
な
デ
ー
タ
を
蓄
積
さ
れ
て
い
る
方
が
お

ら
れ
た
。

　
そ
こ
で
提
案
し
た
い
。
是
非
”
私
の
横
浜
学
”
を
つ

く
っ
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
し
て
そ
の
発

表
の
場
と
し
て
「
調
査
季
報
」
を
提
供
す
る
こ
と
も
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
△
企
画
財
政
局
都
市
科
学
研
究
担
当
課
長
▽

調査季報107－90.951

　
都
市
科
学
研
究
室
は
今
後
と
も
多
く
の
点
で
横
浜
学

に
か
か
わ
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
考
え
て
み
れ
ば
市

の
行
政
そ
の
も
の
が
横
浜
学
の
宝
庫
で
も
あ
る
。
各
局

区
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
横
浜
を
意
識
し
な
が
ら
事

業
を
進
め
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
「
調
査
季
報
」
第
九
九
・
一
〇
〇
号
の
バ
ッ

ク
ナ
ン
バ
ー
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
に
掲
げ
て

あ
る
多
く
の
論
文
は
横
浜
学
の
各
論
と
し
て
位
置
づ
け

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
横
浜
学
基
礎
調
査
及
び
横
浜
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
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別
表

他
都
市
地
域
学
一
覧
表

石
原

「
羞
恥
嘔
琳
擢
逼
叫
（
丑
翌
畿
眼
）
」
回
λ
１
以
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