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◆
◆
Ⅰ
序

―
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
と
そ
の
限
界

ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
で
の
あ
る
事
件
か
ら
始
め
た
い）

1
（

。
こ
の
島
嶼
は
観
光
客
が
多
く
、
交
通
事
故
が
多
発
す
る
。
あ
る
島
で

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
運
転
す
る
車
が
地
元
の
少
年
を
殺
傷
し
た
。
地
元
の
慣
習
に
従
い
、
事
故
を
起
こ
し
た
運
転
手
の
依
頼

で
、
別
の
島
か
ら
「
チ
ー
フ
」
と
呼
ば
れ
る
仲
介
者
が
示
談
の
た
め
に
招
か
れ
る
。
初
面
会
に
続
く
二
度
目
の
会
合
で
、
遺
族

か
ら
示
さ
れ
た
示
談
金
の
支
払
い
に
加
害
者
が
同
意
し
、
事
態
は
迅
速
に
落
着
に
む
か
う
か
と
思
わ
れ
た
。
だ
が
こ
の
後
、
遺

族
の
家
族
が
、
事
故
は
運
転
手
が
起
こ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
被
っ
た
呪
詛
ゆ
え
に
発
生
し
た
も
の
だ
か
ら
、
示
談
金

は
受
け
取
れ
な
い
、
と
言
い
始
め
る
。
運
転
手
に
責
任
が
な
い
以
上
、
示
談
金
は
減
額
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
代
わ
り
こ
の

第
９
章

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
「
社
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ザ
イ
ン

会
設
計
」 

稲
賀
繁
美

―Social D
esign

の
未
来
に
む
け
て

（
1
）
大
津
留
香
織
「
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
葛
藤
解
決
手
段
の
考
察
―
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
の
事
例
か
ら
」
第
三
回
ア
ジ
ア
未
来
会
議
、
公
益
財
団
法
人
渥
美
国
際
交
流
財
団

関
口
グ
ロ
ー
バ
ル
研
究
会
（
北
九
州
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
）。
資
料
提
供
と
公
表
許
可
に
つ
い
て
、
大
津
留
香
織
氏
に
謝
意
を
表
す
。
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ツ
・
モ
デ
ル
は
、
別
次
元
で
そ
れ
な
り
の
合
理
性
を
は
ら
ん
で
い
る）

2
（

。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
和
解
不
可
能
な
状
況
下
で
修
復
的
司
法
の
可
能
性
を
探
る
に
は
、
地
域
の
知
恵
が
役

立
つ
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
思
え
ば
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
や
金
融
の
次
元
で
、
度
量
衡
や
制
度
的
な

統
合
が
な
さ
れ
る
過
程
だ
が
、
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
表
面
的
な
透
明
性
は
、
共
存
す
る
複
数
の
文
化
圏
の
道
徳
的
あ
る
い
は
心

情
的
な
融
和
を
保
証
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
暴
力
的
で
粗
野
な
「
手
切
れ
金
」
し
か
想
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体

は
そ
れ
な
り
に
高
度
に
整
え
ら
れ
た
官
僚
制
度
を
有
し
、
専
門
化
し
た
規
律
や
風
紀
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
大
小
無
数
に
等
し
く
、
相
互
に
乗
り
入
れ
し
て
入
り
組
ん
だ
垂
直
構
造
群
は
、
電
子
通
信
網
に
代
表
さ
れ
る
情
報
伝
達
手

段
に
よ
っ
て
水
平
に
連
結
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
環
境
で
発
生
す
る
社
会
問
題
や
、
と
り

わ
け
利
害
対
立
、
文
化
間
の
葛
藤
を
円
滑
に
解
消
し
て
ゆ
く
に
は
、
い
か
に
も
不
十
分
だ
ろ
う
。
冒
頭
に
述
べ
た
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ

の
事
例
は
、
司
法
面
で
の
全
球
化
の
限
界
を
示
唆
し
て
い
る
。

◆
◆
Ⅱ
美
術
館
・
博
物
館
の
設
計
に
見
る
社
会
空
間
の
刷
新

こ
こ
で
、
美
術
館
・
博
物
館
空
間
の
設
計
に
視
点
を
移
そ
う
。
司
法
問
題
と
は
一
見
無
縁
と
も
映
る
が
、
公
共
空
間
の
社
会

設
計
一
般
を
考
え
る
に
は
、
共
同
体
の
記
憶
収
蔵
庫
に
し
て
人
々
が
集
う
広
場
と
し
て
、
そ
の
機
能
を
問
い
直
す
こ
と
が
、
い

機
に
運
転
手
は
被
害
者
の
遺
族
と
象
徴
的
な
家
族
関
係
に
入
っ
て
ほ
し
い
、
そ
れ
が
彼
ら
の
訴
え
だ
っ
た
。
こ
の
申
し
出
を
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
素
直
に
受
け
入
れ
、
両
者
の
和
解
は
成
立
し
た
か
に
見
え
た
。

と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
弁
護
士
を
生
業
と
し
て
い
た
こ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
白
人
旅
行
者
は
、
減
額
さ
れ
た
示
談
金

を
支
払
い
、
帰
国
す
る
や
、
連
絡
を
絶
っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
彼
は
遺
族
側
の
言
う
「
家
族
関
係
」
な
る
も
の
を
額
面
ど
お

り
に
は
受
け
取
れ
ず
、
金
銭
で
の
賠
償
が
終
わ
っ
た
以
上
、
そ
こ
か
ら
先
の
地
元
の
慣
習
（
と
り
わ
け
「
呪
詛
」
云
々
）
に
深
入

り
す
る
気
は
元
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
欧
米
の
法
律
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
一
件
は
す
で
に
落
着
済
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
上

本
件
に
関
わ
る
謂
れ
は
な
い
。
こ
の
一
件
に
取
材
し
た
第
三
者
の
文
化
人
類
学
者
に
対
し
て
、
仲
介
者
は
依
頼
主
の
態
度
に
不

満
を
示
し
、
被
害
者
の
家
族
に
も
割
り
切
れ
な
い
感
情
が
蟠
っ
た
と
い
う
。
実
際
、
事
情
通
の
見
る
と
こ
ろ
、
同
様
の
交
通
事

故
死
で
あ
れ
ば
、
加
害
者
は
、
最
低
数
年
間
収
監
さ
れ
る
の
が
当
然
の
ケ
ー
ス
だ
っ
た
と
い
う
。

本
章
は
「
社
会
設
計
」（social design
）
を
話
題
と
す
る
が
、
社
会
設
計
が
「
多
文
化
共
生
の
た
め
の
技
術
」
を
意
味
す
る

な
ら
ば
、
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
の
事
例
も
、
け
っ
し
て
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
ロ
ー
マ
法
の
法
理
に
基
づ
き
、
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教

の
「
罪
と
罰
」
の
倫
理
観
に
も
裏
打
ち
さ
れ
た
法
体
系
は
、
正
義
を
等
価
交
換
に
よ
っ
て
回
復
で
き
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
社
会
的
な
制
裁
は
犯
罪
行
為
に
対
す
る
予
備
的
な
警
告
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
犯
罪
の
再
発
や
増
幅
へ
の
防
壁
の

役
割
を
果
た
し
た
。
だ
が
罪
に
対
す
る
懲
罰
だ
け
で
、
社
会
的
な
絆
を
修
復
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
被
害
者
は
回
復
不
可

能
な
喪
失
や
損
失
に
な
お
苦
し
ん
で
い
る
し
、
加
害
者
側
も
賠
償
や
服
役
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
清
算
す
る
こ
と
は
適
わ
な
い
。

出
獄
し
て
も
か
つ
て
の
社
会
的
関
係
を
回
復
で
き
ず
、
孤
立
し
て
立
ち
直
れ
ぬ
ま
ま
の
人
生
を
送
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
と

す
れ
ば
、
修
復
不
可
能
な
損
失
を
、「
共
感
」
に
よ
る
新
た
な
家
族
関
係
の
創
出
に
よ
っ
て
置
換
し
よ
う
と
す
る
ヴ
ァ
ヌ
ア

（
2
）「
共
感
」（em

pathy

）
は
、
掛
川
大
輔
の
提
案
に
よ
る
用
語
。
注
（
１
）
の
会
議
で
の
司
会
発
言
よ
り
。
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か
え
っ
て
棄
損
を
来
し
か
ね
な
い
（
図
９
―
２
）。

こ
こ
に
は
展
示
物
の
社
会
的
位
置
に
つ
い
て
の
変
更
が
絡
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
王
侯
貴
族
の
財
産
保
管
庫
で
あ
っ
た
も
の

が
、
国
民
国
家
体
制
へ
の
移
行
と
と
も
に
、
大
衆
の
眼
差
し
に
も
開
か
れ
た
提
示
施
設
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。
だ
が
そ
の
多
く
は
、

奉
納
さ
れ
た
豪
華
絢
爛
た
る
高
価
な
財
宝
に
目
を
奪
わ
れ
る
体
験
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
異
国
か
ら
将
来
さ
れ
て
展
示
ケ
ー
ス
に
収

め
ら
れ
た
珍
品
に
嘆
声
を
あ
げ
る
見
世
物
だ
っ
た
。
だ
が
収
蔵
品
が
国
民
の
血
税
や
寄
贈
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

そ
れ
ら
は
も
は
や
一
般
庶
民
と
は
無
縁
の
垂
涎
の
的
と
い
う
よ
り
は
、
国
民
そ
し
て
世
界
市
民
の
共
有
財
産
へ
と
変
質
す
る
。

テ
イ
ト
・
モ
ダ
ン
が
位
置
す
る
サ
ウ
ス
・
バ
ン
ク
は
、
工
場
が
閉
鎖
さ
れ
て
以
来
、
長
ら
く
荒
涼
と
し
た
犯
罪
多
発
地
帯
の

汚
名
を
帯
び
て
き
た
。
だ
が
テ
イ
ト
・
モ
ダ
ン
の
始
動
と
と
も
に
、
近
辺
の
環
境
は
一
変
し
た
。
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
寺
院
の
あ

ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。
な
おdesign

は
日
本
語
で
は
「
デ
ザ

イ
ン
」
だ
が
中
国
語
で
は
「
設
計
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
社

会
設
計
」（social design

）
も
地
続
き
で
含
ま
れ
る
。

現
代
美
術
のm

useum

と
し
て
近
年
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た

事
例
と
し
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
サ
ウ
ス
・
バ
ン
ク
に
位
置
す
る

テ
イ
ト
・
モ
ダ
ン
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
（
図
９
―
１
）。

利
用
さ
れ
た
建
物
は
重
工
業
時
代
の
廃
墟
と
言
っ
て
よ
い
煉
瓦

作
り
の
工
場
だ
っ
た
。
人
々
は
、
あ
た
か
も
過
去
へ
の
郷
愁
に

惹
か
れ
た
か
の
よ
う
に
、
こ
の
建
物
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。

図 9 － 1　テイト・モダン　（2000 年に
公開）　工事中の内部（中央に発電機の
残骸）
出所：Tate Modern 公式サイトより図 9 － 2　パリ、プティ・パレ美術館

（1900 年）　階段室
写真撮影：筆者

こ
の
巨
大
な
建
物
の
入
り
口
ま
で
や
っ
て
来
た
訪
問
者
は
、
下
り
坂
の
ス
ロ
ー
プ
に
沿
っ
て
、
中
央
の
広
間
へ
と
自
然
に
足
を

進
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
る
で
想
像
上
の
水
流
に
従
っ
て
導
か
れ
た
よ
う
に
。
そ
の
床
の
中
央
に
は
か
つ
て
巨
大
な
発
電
機
の

タ
ー
ビ
ン
が
据
え
ら
れ
て
い
た
。
い
ま
や
除
去
さ
れ
た
こ
の
タ
ー
ビ
ン
、
こ
れ
が
市
民
や
観
光
客
を
引
き
寄
せ
、
社
会
的
な
靭

帯
を
回
復
す
る
発ダ

イ

ナ

モ

動
機
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
空
間
設
定
は
、
古
典
的
な
博
物
館
・
美
術
館
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。M

useum

の
入
り
口
と
い
え
ば
、
丈
高
い

階
段
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
高
次
の
文
化
空
間
へ
と
登
楼
す
る
と
い
う
趣
向
が
一
般
的
だ
っ
た
。
だ
が
身
体
が
不
自
由
な
高
齢

者
や
身
障
者
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
設
定
は
不
便
極
ま
り
な
い
。
車
椅
子
の
ス
ロ
ー
プ
や
昇
降
機
を
設
け
る
と
い
う
手
段
も
あ

る
が
、
得
て
し
て
こ
う
し
た
追
加
措
置
は
、
元
来
の
建
築
に
対
す
る
予
期
せ
ぬ
侵
害
と
な
り
、
審
美
的
・
機
能
的
デ
ザ
イ
ン
に

る
テ
ー
ム
ズ
川
左
岸
か
ら
は
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
歩
道

橋
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
ブ
リ
ッ
ジ
を
伝
っ
て
何
千
と
い
う
訪

問
者
が
到
来
す
る
。
西
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ル
ー
か
ら
右
岸
へ

と
橋
を
渡
れ
ば
、
テ
イ
ト
・
モ
ダ
ン
ま
で
は
木
で
舗
装
し

た
歩
道
が
広
が
り
、
そ
の
両
側
に
は
立
ち
食
い
の
店
舗
や

土
産
物
店
、
あ
る
い
は
露
店
の
骨
董
屋
や
古
本
屋
な
ど
が

連
な
っ
て
い
て
、
歩
行
者
に
心
地
よ
い
気
晴
ら
し
を
提
供

す
る
。
人
通
り
が
頻
繁
に
な
っ
た
お
か
げ
で
、
地
域
の
安

全
も
著
し
く
向
上
し
た
。gentrification

に
伴
っ
て
高
級

「グローバル化時代における「社会設計」ー Social Design の未来にむけて」 
アンドルー･ゴードン・瀧井一博編著『創発する日本へ：ポスト「失われた20年」のデッサン』　弘文堂　 

2018年2月28日 263-292頁



269 268第 9章　グローバル化時代における「社会設計」

住
宅
地
に
変
貌
し
は
じ
め
た
こ
と
に
は
、
地
価
高
騰
や
物
価
上
昇
を
含
め
、
む
ろ
ん
弊
害
も
な
い
で
は
な
い
。
だ
が
地
域
共
同

体
が
こ
の
一
五
年
ほ
ど
で
刷
新
さ
れ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
工
場
で
廃
棄
さ
れ
た
発
動
機
が
、
地
域
社
会
の
再
活
性
化
に
裨
益

し
、
新
た
な
連
帯
意
識
を
育
ん
だ
。
経
済
的
な
波
及
効
果
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
テ
イ
ト
・
モ
ダ
ン
は
西
暦
二
〇
〇
〇
年
の
創
業

以
来
、
ロ
ン
ド
ン
市
に
年
額
一
億
ポ
ン
ド
に
相
当
す
る
利
益
を
齎
し
、
サ
ウ
ス
・
ワ
ー
ク
に
そ
の
大
半
が
拠
点
を
置
く
四
〇
〇

を
超
え
る
雇
用
を
創
出
し
、
宿
泊
業
や
ケ
イ
タ
リ
ン
グ
も
こ
の
地
域
で
二
三
％
の
向
上
を
見
た
。
初
代
館
長
を
務
め
た
ラ
ー

ス
・
ニ
ッ
テ
ィ
ヴ
は
、
そ
の
よ
う
に
誇
ら
し
げ
に
、
と
い
う
か
、
む
し
ろ
淡
々
と
「
成
功
」
を
報
告
す
る）

3
（

。

◆
◆
Ⅲ
宮
殿
型
財
宝
保
管
庫
か
ら
公
共
空
間
へ
の
脱
皮

博
物
館
／
美
術
館
は
、
か
つ
て
の
富
の
象
徴
と
し
て
の
宮
殿
か
ら
、
市
民
の
集
う
公
共
空
間
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
き
た
。
日

本
の
場
合
を
簡
単
に
回
顧
し
て
み
よ
う
（
図
９
―
3
）。
近
代
美
術
館
の
嚆
矢
と
い
え
ば
、
倉
敷
の
大
原
美
術
館
（
一
九
三
〇
年
）、

敗
戦
後
、
世
界
で
初
め
て
近
代
美
術
館
と
し
て
新
造
さ
れ
た
建
築
と
し
て
は
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
一
角
に
土
地
を
貸
与
さ

れ
た
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
（
一
九
五
一
年
）
が
あ
る
。
倉
敷
も
鎌
倉
も
、
ど
ち
ら
も
「
倉
」
の
文
字
を
共
有
す
る
。
倉
敷
が
、

後
背
地
の
農
産
物
と
瀬
戸
内
の
海
産
物
と
の
十
字
路
を
な
し
、
交
易
の
要
所
た
る
水
郷
の
町
と
し
て
発
達
を
遂
げ
た
な
ら
、
鎌

倉
は
一
三
世
紀
の
政
治
の
中
心
地
で
あ
り
、
由
比
ヶ
浜
か
ら
八
幡
宮
へ
の
経
路
を
中
央
幹
線
と
し
て
街
並
み
が
発
展
し
た
。
ど

ち
ら
も
商
業
の
繁
栄
が
富
を
も
た
ら
し
、
文
化
財
の
保
存
庫
と
し
て
の
博
物
館
／
美
術
館
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
港
湾
都
市
の
歴
史

を
背
負
っ
て
い
る）

4
（

。

（
3
）
統
計
資
料
は
、
神
奈
川
県
葉
山
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回
二
一
世
紀
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
（
二
〇
一
六
年
二
月
二
七
〜
二
八
日
）
に
お
け
る
ラ
ー
ス
・
ニ
ッ
テ
ィ
ヴ
（Lars 

N
ittve

）
に
よ
る
発
表“The M

useum
 as G

enerator”

よ
り
。

（
4
）
鎌
倉
と
倉
敷
の
市
街
発
展
の
歴
史
と
美
術
館
の
来
歴
と
の
関
係
は
、
注
（
１
）
に
触
れ
た
国
際
サ
ミ
ッ
ト
の
席
で
、
そ
れ
ぞ
れ
水
沢
勉
、
高
階
秀
爾
の
両
館
長
か
ら
、
説
明
が

く
だ
さ
れ
た
。

図 9 － 3　日本の近現代美術館の遠隔
上：神奈川県立近代美術館 / 旧館、鎌倉市雪ノ下　1951 年落成
中：大原美術館　倉敷　1930 年開館
下：金沢 21 世紀美術館　2004 年開館
出所：public domain
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な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
具
体
化
し
つ
つ
あ
る
。
四
〇
年
前
の
パ
リ
の
ポ
ン
ピ
ド
ー
・
セ
ン
タ
ー
建
設
に
匹
敵
す
る
、
そ
れ
以
来
の
野

心
的
な
規
模
の
事
業
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
入
館
に
際
し
て
の
敷
居
＝
閾
は
極
力
排
除
し
て
、
地
上
階
は
屋
外
あ
る
い
は

他
の
都
市
空
間
と
水
平
に
連
続
し
、
開
放
し
た
空
間
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
市
民
の
自
由
な
通
行
（passage

）
に
眼
目
を
置
く

計
画
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
ア
ゴ
ラ
な
い
し
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
流
通
と
出
会
い
の
広
場
を
確
保
す
る
一
方
、
展
示
会
場

や
収
蔵
庫
は
高
層
階
に
配
置
す
る
。

な
ん
で
も
な
い
工
夫
と
も
見
え
る
が
、
思
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な
ど
を
皮
切
り
に
展
開
し
た
一
九
二
〇
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
時

代
の
摩
天
楼
で
は
、
佇
立
す
る
高
層
建
築
一
つ
ひ
と
つ
の
垂
直
性
が
強
調
さ
れ
る
反
面
、
そ
れ
ら
の
高
殿
を
水
平
に
連
結
す
る
自

由
通
路
や
水
平
空
間
の
発
達
は
後
手
に
回
り
、
居
住
性
や
迅
速
快
適
な
移
動
を
妨
げ
る
欠
陥
が
嵩
じ
て
い
た
。
東
京
の
新
宿
で
も
、

初
期
の
高
層
ビ
ル
群
で
は
、
ビ
ル
ど
う
し
の
行
き
来
が
（
今
な
お
）
極
め
て
面
倒
だ
が
、
地
所
が
限
ら
れ
、
地
価
も
著
し
く
高
騰

し
た
香
港
は
、
こ
の
弊
害
が
地
上
で
最
も
高
密
度
に
具
現
さ
れ
、
不
便
の
露
呈
し
が
ち
な
都
市
空
間
で
も
あ
っ
た
。
公
共
施
設
に

は
、
こ
う
し
た
垂
直
性
の
孤
立
や
閉
塞
感
か
ら
脱
却
す
る
往
来
の
た
め
の
自
由
通
路
を
市
民
に
提
供
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。

◆
◆
Ⅳ
貯
水
池
＝
井
戸
モ
デ
ル
の
提
唱

官
僚
機
構
は
、
と
り
わ
け
日
本
社
会
で
は
、
能
率
の
名
の
も
と
に
、
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
垂
直
構
造
を
亢
進
さ
せ
が
ち
な
傾

こ
れ
ら
鎌
倉
や
倉
敷
の
美
術
館
／
博
物
館
が
、
倉
を
起
源
と
し
た
宝
物
殿
の

近
代
的
変
貌
を
物
語
る
の
に
対
し
、
城
下
町
・
金
沢
に
開
館
し
た
金
沢
二
一
世

紀
美
術
館
（
二
〇
〇
四
年
）
は
、
四
方
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
許
容
す
る
構
造
と
、

透
明
な
ガ
ラ
ス
に
よ
る
外
壁
に
よ
っ
て
、
開
放
さ
れ
た
公
共
空
間
を
演
出
し
、

美
術
館
／
博
物
館
機
能
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
刷
新
の
模
様
を
如
実
に
物
語
る
。
商
業

の
中
心
街
で
あ
る
香
林
坊
に
隣
接
し
、
城
下
に
位
置
す
る
こ
の
美
術
館
は
、
緩

や
か
に
中
央
が
窪
ん
だ
円
形
の
地
所
の
中
央
に
低
層
で
佇
ん
で
お
り
、
訪
問
者

た
ち
は
、
テ
イ
ト
・
モ
ダ
ン
の
場
合
と
同
様
、
自
ず
と
建
物
に
吸
い
寄
せ
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
接
近
す
る
。
入
場
料
を
払
わ
な
く
て
も
、
美
術
館
内
部
の
あ
ち

こ
ち
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
何
が
開
催
さ
れ
て
い
る
か
が
一
瞥
で
見
通
す
こ
と
が
で
き
、

興
味
が
あ
れ
ば
入
場
料
を
支
払
っ
て
、
個
々
の
展
示
を
堪
能
す
る
。
こ
う
し
た

工
夫
が
功
を
奏
し
、
こ
の
美
術
館
は
観
客
動
員
数
に
お
い
て
も
世
界
的
な
成
功

を
お
さ
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
か
ら
も
視
察
が
あ
い
つ
い
だ
。
こ

（
5
）
固
定
し
た
仕
切
り
や
枠
の
欠
如
し
た
空
間
構
造
に
つ
い
て
、
筆
者
は
パ
リ
のInstitut d ’Extrêm

e-O
rient du Collège de France

に
招
聘
さ
れ
、
二
〇
一
三
年
五
月
に
連

続
講
演
で
検
討
を
施
し
て
い
る
。

図 9 － 4　香港　M+Museum（立面図）
出所：M+Museum 公式サイトより

の
建
築
を
担
当
し
た
妹
島
和
世
と
西
沢
立
衛
を
中
心
と
す
る
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ａ
は
、
実
際
に
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
の
一
角
の
ロ
レ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
の
発
注
を
受
け
た
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
北
部
、
ラ
ン
ス
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
別
館Louvre-Lens

（
二
〇
〇
九
〜
二
〇

一
二
年
）
で
は
、
金
沢
モ
デ
ル
の
拡
大
版
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

5
（

。

現
在
、
香
港
で
は
西
九
龍
地
区
にM

+M
useum

の
建
設
が
進
ん
で
い
る
（
図
９
―
4
）。
こ
こ
で
も
金
沢
に
見
ら
れ
た
新
た
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ン
に
も
見
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
産
業
廃
棄
物
と
化
し
た
建
造
物
の
再
利
用
が
近
年
、
注
目
を
集
め
て
い
る
か
ら
だ
。
二
〇
一

六
年
に
新
規
公
開
さ
れ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
博
物
館
も
、
か
つ
て
の
英
国
支
配
時
代
の
議
事
堂
を
再
利
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

向
を
呈
す
る
。
だ
が
思
え
ば
、
こ
う
し
た
専
門
主
義
の
異
常
肥
大
が
、
バ

ベ
ル
の
塔
崩
壊
の
一
因
で
は
な
か
っ
た
か
（
図
９
―
5
）。
省
益
を
追
求
す

る
あ
ま
り
省
庁
間
の
相
互
協
力
が
達
成
さ
れ
な
い
現
状
は
、
旧
約
聖
書
の

逸
話
に
含
ま
れ
た
暗
喩
を
裏
書
き
す
る
。
さ
ら
に
、
込
み
入
っ
た
私
有
地

所
有
が
合
理
的
な
都
市
計
画
に
対
す
る
侮
り
が
た
い
障
壁
と
な
る
。
か
つ

て
「
縦
社
会
」
と
も
名
づ
け
ら
れ
た
垂
直
的
社
会
構
造
に
、
相
互
の
情
報

流
通
や
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
に
は
、
水
平
方
向
の
「
横
串
」
が
必
須
と

な
る
。
そ
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
非
営
利
組
織
）
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
組
織
）
な
ど
の

活
動
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
社
会
に
「
横
串
」
を
刺
し
て
水
平
方
向
に

多
様
な
網
の
目
を
張
り
巡
ら
す
に
は
、
自
主
的
な
草
の
根
組
織
の
方
が
、

よ
り
有
効
な
機
動
力
を
発
揮
す
る）

6
（

。
こ
の
よ
う
な
地
域
に
根
ざ
し
た
創
意

を
い
か
に
能
率
よ
く
し
か
も
高
圧
的
に
で
は
な
く
励
起
さ
せ
る
か

―
。

（
6
）
葉
山
で
の
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
」
で
は
、
山
辺
純
也
が
「
別
府
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、
中
村
正
人
が
「
ア
ー
ツ
千
葉
」、
拝
戸
雅
仁
が
愛
知
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
ケ
ー
ス

を
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
た
。

（
7
）
こ
の
論
点
を
筆
者
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
ア
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
のShabbir H

ussan M
ustafa

と
の
会
話
に
負
っ
て
い
る
。
彼
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
で
企
画
し
た
以
下

図 9 － 5　ペーター・ブリューゲル（父）《バベルの塔》　
ウィーン美術史美術館 1563 年
出所：public domain

こ
こ
に
「
社
会
設
計
」
が
直
面
す
る
厄
介
だ
が
枢
要
な
課
題
が
あ
る
。
ア
ク
セ
ス
自
由
な
公
共
空
間
は
、
テ
ロ
攻
撃
に
対
し
て

は
極
め
て
脆
弱
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
保
証
す
べ
き
自
由
を
制
限
す
る
の
で
は
元
も
子
も
な
い
。
無
意
味
な
行
政
的
障
害
物

を
生
み
出
す
こ
と
な
く
、
し
か
も
必
要
な
安
全
策
は
講
じ
つ
つ
、
社
会
に
「
横
串
」
を
入
れ
る
工
夫
。
そ
れ
は
相
反
す
る
要
求

を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
責
務
で
あ
る
以
上
、
現
今
の
都
市
空
間
に
あ
っ
て
は
、
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
、
の
難
題
で
あ
る
。

で
は
水
平
軸
で
は
な
く
、
垂
直
軸
に
は
い
か
な
る
工
夫
が
必
要
か
。
こ
こ
で
近
現
代
の
廃
墟
を
考
え
た
い
。
テ
イ
ト
・
モ
ダ

廃
墟
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
該
当
す
る
。
そ
こ
で
は
植
民
地
時
代
の
記
憶
の
再
発

掘
展
示
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
辺
鄙
な
場
所
で
人
口
減
少
ゆ
え

に
廃
校
と
な
っ
た
小
学
校
の
校
舎
が
、
条
件
を
満
た
せ
ば
展
示
施
設
や
催
し

物
会
場
あ
る
い
は
創
作
の
場
と
し
て
復
活
し
て
い
る
。
台
北
で
も
市
街
中
心

に
近
年
出
現
し
た
デ
ザ
イ
ン
博
物
館
と
展
示
場
は
、
か
つ
て
の
日
本
支
配
時

代
の
煙
草
工
場
を
再
利
用
し
た
も
の
だ
（
図
９
―
6
）。
こ
う
し
た
再
循
環
が

す
べ
て
成
功
を
収
め
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
が
そ
の
地
域
の
先
祖
た
ち
が
共

有
し
て
い
た
記
憶
を
ふ
ん
だ
ん
に
含
む
場
所
や
文
物
が
再
開
発
に
よ
っ
て
復

権
し
復
活
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
循
環
型
の
再
生
利
用
と
は
、

祖
先
の
過
去
へ
と
考
古
学
的
な
発
掘
を
進
め
る
と
同
時
に
、
集
合
的
な
記
憶

を
後
世
へ
と
伝
達
す
る
営
み
で
も
あ
る）

7
（

。

過
去
の
記
録
は
、
土
壌
の
堆
積
に
も
似
て
、
時
間
の
層
の
な
か
へ
と
少
し

図 9 － 6　台北国際デザイン館　International Design 
House, Taipei
出所：同館公式サイトより　
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の
素
朴
こ
の
上
な
い
モ
デ
ル
が
ど
こ
に
で
も
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
住
民
た
ち
の
意
向
を
場
所
に
沿
っ
て
具
体
化

せ
ね
ば
、
実
効
性
は
と
も
な
う
ま
い
。
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
こ
こ
で
は
ふ
た
つ
の
装
置
に
限
定
し
て
、
い
ま
少
しsocial 

ず
つ
沈
み
込
み
、
埋
も
れ
て
ゆ
く
。
明
日
へ
の
礎
を
し
っ
か
り
と
築
く
に
は
、
そ
う
し
た
過
去
を
掘
り
起
こ
し
再
吟
味
す
る
こ

と
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
井
戸
を
思
い
出
し
て
み
た
い
。
貯
水
槽
の
底
に
は
水
が
眠
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
死
ん
だ
よ
う
に

見
え
る
が
、
実
際
に
は
生
き
て
い
て
、
地
表
で
は
見
え
な
い
地
下
の
水
流
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
の
在
処
を
指
し
示
し
て
い

る
。
こ
の
水
底
か
ら
過
去
の
記
憶
を
汲
み
あ
げ
る
こ
と
で
、
我
々
は
「
生
気
を
取
り
戻
さ
せ
る
資
源
」（refreshing resources

）

を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
元
手
と
し
て
我
々
の
未
来
を
築
い
て
ゆ
く
。
か
つ
て
の
村
々
に
は
、
そ
の
中
心
に
共
同
の
井
戸
が
あ
っ

た
。
そ
の
井
側
は
、
住
民
の
不
断
の
努
力
な
く
し
て
は
毀
た
れ
、
土
砂
が
崩
れ
て
、
源
泉
は
埋
も
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
垂

直
の
井
戸
を
維
持
管
理
す
る
こ
と
と
、
そ
の
周
囲
に
水
平
の
共
同
体
が
繁
栄
す
る
こ
と
と
は
、
た
が
い
に
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の

関
係
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
井
戸
を
中
心
と
す
る
村
落
共
同
体
の
模
式
図
は
、
地
上
階
に
自
由

な
流
通
回
路
を
開
い
た
公
共
空
間
の
雛
形
で
あ
り
、
そ
の
隠
喩
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
。

例
え
ば
内
陸
ア
ジ
ア
の
絹
の
道
の
交
易
路
な
ら
ば
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
よ
う
な
乾
燥
地
帯
に
位
置
す
る
オ
ア
シ
ス
都
市
を
想

起
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
か
。
共
同
体
の
井
戸
や
地
下
灌
漑
水
路
網
（
ホ
ガ
ラ
、
カ
ナ
ー
ト
）
の
終
点
は
、
水
の
供
給
を
司
る
要
で
あ

り
、
文
字
通
り
村
落
共
同
体
の
生
存
を
握
る
生
命
線
と
言
っ
て
よ
い
。

◆
◆
Ⅴ
塔
と
階
段
と

井
戸
が
村
人
の
生
活
を
支
え
、
村
人
た
ち
の
努
力
が
井
戸
を
支
え
る
。
こ
の
互
助
体
制
を
、
比
喩
的
に
、
垂
直
軸
と
水
平
面

と
の
交
差
に
お
い
て
図
示
し
て
み
た
（
図
９
―
7
）。
こ
れ
が
「
文
化
セ
ン
タ
ー
」
の
基
礎
的
「
設
計
」
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
よ
う
な
展
示
を
参
照
の
こ
と
。Archives and D

esires: Selections from
 the M

oham
m

ad D
in M

oham
m

ad C
ollection (2008); I Polunin: M

em
ories of Singapore Through 

Film
 and Photographs (2009); W

riting Pow
er / Zulkifl i Yusoff (2011); Sem

blance / Presence: Renato H
abulan and Alfredo Esquillo Jr. (2012); 

よ
り
最
近
の
も
の
と
し
て

C
om

e C
annibalise U

s, W
hy D

on’t You? / Erika Tan (2013).

図 9 － 7　知的遺産と地域共同体との関係に関する井戸
型模式図
作図：筆者

design

（
台
湾
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
社
会
設
計
」）
を
考
え
て
み
た
い
。

対
象
と
し
た
い
の
は
、
一
方
で
は
塔
、
他
方
は
階
段
で
あ
る
。

ま
ず
塔
だ
が
、
香
港
だ
け
で
な
く
台
北
で
も
ソ
ウ
ル
で
も
、
あ

る
い
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
も
高
層
ビ
ル
の
四
階
と
一
三
階
の
扱
い

に
は
、
い
ま
な
お
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
が
風

水
に
関
係
す
る
の
か
、
単
な
る
数
字
に
ま
つ
わ
る
迷
信
な
の
か
は

さ
て
お
き
、
地
域
の
慣
習
は
、
こ
れ
を
無
碍
に
蹂
躙
す
べ
き
で
は

あ
る
ま
い
。
こ
れ
ら
扱
い
の
厄
介
な
階
を
歴
史
的
保
存
階
と
指
定

す
る
よ
う
な
法
的
措
置
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
荒
唐
無

稽
な
提
案
と
一
笑
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
覚
悟
の
上
。

だ
が
四
階
と
一
三
階
の
一
部
だ
け
で
も
祖
先
の
霊
の
た
め
に
取
り

分
け
て
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
い
ま
な
お
そ
の
場
所
に
憑
依
し
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街
に
は
、
河
川
に
そ
っ
て
「
雁
木
」
と
呼
ば
れ
る
石
段
が
各
所
に
見
ら
れ
、
い
ま
で
は
原
爆
ド
ー
ム
と
な
っ
た
産
業
奨
励
館
の

あ
る
基も
と
ま
ち町
も
、
江
戸
時
代
に
は
米
俵
を
貯
蔵
す
る
蔵
が
軒
を
連
ね
る
川
岸
で
あ
っ
た
（
図
９
―
8
）。
兵
庫
県
立
美
術
館
は
、
阪

神
淡
路
大
震
災
の
あ
と
、
安
藤
忠
雄
設
計
で
湾
岸
沿
い
に
新
設
さ
れ
た
。
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
ロ
ン
ト
を
巧
み
に
利
用
し
て
お
り
、

海
に
臨
む
テ
ラ
ス
は
、
本
来
な
ら
ば
船
着
き
場
の
機
能
を
果
た
す
設
計
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
法
的
な
規
制
が
あ
っ
て
、
港

湾
施
設
と
し
て
は
使
用
で
き
ず
、
か
つ
て
栄
華
を
極
め
た
港
町
の
、
い
わ
ば
遺
物
あ
る
い
は
墓
場
と
い
っ
た
佇
ま
い
を
晒
し
て

い
る
。

こ
の
せ
っ
か
く
の
岸
壁
を
有
効
に
活
用
し
て
、
せ
め
て
港
祭
り
の
期
間
だ
け
で
も
、
船
着
き
場
と
し
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま

い
か
。
海
の
側
か
ら
美
術
館
へ
と
ア
ク
セ
ス
で
き
れ
ば
、
訪
問
客
に
と
っ
て
も
興
味
津
々
だ
ろ
う
。
思
え
ば
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
魅

て
い
る
地
霊
に
捧
げ
る
べ
き
空
間
と
し
て
。
こ
う
す
れ
ば
土
地
の
記
憶
は
敬
わ
れ
、
祭
ら
れ
る
。
社
屋
の
屋
上
に
設
け
ら
れ
る

社
と
同
様
の
発
想
だ
が
、
こ
う
し
た
、
一
見
合
理
性
と
は
背
馳
す
る
配
慮
が
、
社
運
の
隆
盛
に
つ
な
が
っ
た
り
す
る
験
担
ぎ
は
、

か
つ
て
の
著
名
な
創
業
者
た
ち
に
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
地
霊
や
祖
霊
の
庇
護
を
受
け
て
、
建
物
も
地
震
や
火
事
と
い
っ
た

災
厄
か
ら
守
護
さ
れ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
無
根
拠
な
祈
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
せ
よ

―
。「
霊
安
室
」
な
ど
縁
起
で
も
な
い

と
言
わ
れ
る
な
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
、
代
わ
り
に
「
化
け
物
屋
敷
」
で
も
設
え
て
、
遊
技
場
に
当
て
て
は
い
か
が
な
も
の
か
。

納
涼
お
化
け
屋
敷
は
夏
場
に
格
好
の
遊
興
を
提
供
し
て
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
家
族
団
欒
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
な
る
は
ず

だ
。幽

霊
大
会
は
半
分
冗
談
だ
が
、
半
分
は
実
利
的
な
計
算
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
に
発
生
し
た
阪
神
淡
路

大
震
災
で
は
、
中
層
ビ
ル
で
ぺ
し
ゃ
ん
こ
に
押
し
潰
さ
れ
、
最
も
被
害
が
集
中
し
た
の
が
四
階
だ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
パ
ン
・
ケ

ー
キ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
症
候
群
（pancake-crash-syndrom

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
三
階
は
、
一
部
の
ホ
テ
ル
な
ど
で
は
、
す
で
に

保
管
庫
な
ど
、
来
客
や
居
住
と
は
別
の
用
途
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
階
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
法
的
規
制
を
加
え
る

こ
と
は
、
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
的
で
す
ら
あ
る
。
さ
ら
に
短
絡
な
機
能
性
の
追
求
を
回
避
す
る
余
裕
は
、
生
活

空
間
に
も
、
ゆ
と
り
や
遊
び
、
言
い
換
え
れ
ば
（
憑
霊
に
よ
る
？
）
霊
的
・
精
神
的
な
余
裕
す
ら
、
付
加
価
値
と
し
て
授
け
る
仁

徳
が
あ
る
は
ず
だ
。
死
者
た
ち
を
迎
え
入
れ
る
「
無
駄
」
な
空
間
を
あ
ら
か
じ
め
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
、
大
規
模
災
害
の
際

に
は
、
被
害
抑
制
に
も
役
立
つ
。

も
う
一
つ
は
、
怪
談
な
ら
ぬ
階
段
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
「
倉
庫
」
に
戻
る
な
ら
、
蔵
は
商
品
の
搬
出
・
搬
入
、
流
通
や
貯

蔵
の
場
所
で
あ
り
、
水
運
の
便
も
あ
っ
て
運
河
や
河
川
沿
い
に
設
け
ら
れ
る
。
太
田
川
の
デ
ル
タ
の
上
に
発
達
し
た
広
島
の
市

図 9 － 8　「原爆ドーム」（旧・産業奨励
館）とその手前の元安川に面した「雁木」
出所：「広島の視線」<https://blogs.yahoo.co.jp/
mitokosei/10532961.html>

力
も
、
船
舶
バ
ス
の
ヴ
ァ
ポ
レ
ッ
タ
を
は
じ
め
と
し
た
水
上

交
通
機
関
が
い
ま
な
お
健
全
な
こ
と
に
あ
る
。
本
来
、
運
河

の
街
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
場
合
、
邸
宅
へ
の
正
式
な
戸
口
は
運
河

側
の
水
門
で
あ
っ
て
、
陸
地
の
側
の
狭
隘
な
通
路
は
裏
口
で

し
か
な
か
っ
た
。
神
戸
は
、
大
震
災
の
結
果
、
日
本
の
主
要

な
ハ
ブ
を
な
す
商
業
港
と
し
て
の
地
位
か
ら
転
落
し
た
。
そ

う
し
た
地
位
喪
失
の
な
か
、
せ
め
て
文
化
施
設
に
面
し
た
海

岸
部
だ
け
で
も
再
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
港
町

と
し
て
の
神
戸
の
か
つ
て
の
栄
華
繁
栄
を
、
少
な
く
と
も
文

「グローバル化時代における「社会設計」ー Social Design の未来にむけて」 
アンドルー･ゴードン・瀧井一博編著『創発する日本へ：ポスト「失われた20年」のデッサン』　弘文堂　 

2018年2月28日 263-292頁



279 278第 9章　グローバル化時代における「社会設計」

な
技
術
に
つ
い
て
は
、
貝
島
桃
代
と
塚
本
由
晴
の
ス
タ
ジ
オ
・
ワ
ン
が
、
実
地
調
査
に
基
づ
き
、
自
分
た
ち
の
「
ペ
ッ
ト
建

築
」
に
関
す
る
詳
細
な
類
型
学
を
提
案
し
て
い
る）

8
（

。
数
次
に
わ
た
る
都
市
計
画
が
相
乗
し
た
結
果
、
幹
線
の
交
差
部
に
残
さ
れ

た
三
角
形
の
空
き
地
、
あ
る
い
は
段
差
の
あ
る
崖
を
跨
ぐ
隙
間
な
ど
。
都
市
空
間
の
忘
れ
去
ら
れ
て
き
た
手
つ
か
ず
の
空
隙

―
。
そ
う
し
た
見
落
と
さ
れ
て
き
た
処
女
地
を
、
埋
め
る
べ
き
格
好
の
攻
略
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
、
ス
タ
ジ
オ
・
ワ
ン
は
新

奇
だ
が
合
理
的
な
建
築
計
画
を
、
多
様
で
柔
軟
な
発
想
に
基
づ
い
て
提
唱
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
空
隙
は
、
輻
輳
す
る
市
街
地
整
備
計
画
の
負
の
遺
産
と
し
て
の
、
ま
だ
縫
い
合
わ
せ
ら
れ
て
い
な
い
空
虚
で
も
あ

れ
ば
、
反
対
に
当
初
の
計
画
が
破
綻
し
た
結
果
残
さ
れ
た
、
裂
け
目
の
よ
う
な
不
毛
地
帯
で
あ
っ
た
り
も
す
る
。
さ
ら
に
都
市

部
に
お
け
る
ス
プ
ロ
ー
ル
現
象
だ
け
で
は
な
く
農
村
地
帯
で
も
、
過
疎
化
に
と
も
な
い
、
あ
る
い
は
自
然
資
源
の
無
計
画
な
簒

奪
の
結
果
と
し
て
、
様
々
な
無
秩
序
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
日
本
語
で
は
「
穴
場
」
と
は
開
発
や
搾
取
に
好
適
な
の
に
、
な
ぜ

か
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
場
所
を
指
す
言
葉
だ
が
、
文
字
通
り
に
は
「
穴
」
と
し
て
放
置
さ
れ
、
見
落
と
さ
れ
て
き
た
場
所
を
指

す
。
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
一
般
公
衆
か
ら
は
隠
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
利
潤
も
引
き
出
し
う
る
。

こ
こ
で
都
市
の
、
そ
し
て
国
土
の
再
開
発
が
視
野
に
入
る
。
こ
こ
で
の
眼
目
は
、
か
つ
て
の
右
肩
上
が
り
の
高
度
経
済
成
長

期
の
よ
う
に
、
未
採
掘
の
資
源
を
掘
り
尽
く
す
、
根
絶
や
し
の
収
奪
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
一
方
で
、
社
会
動
態
の
再
活
性

化
の
た
め
に
は
、
い
ま
ま
で
連
結
の
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
経
路
を
縫
い
合
わ
せ
る
工
夫
が
要
請
さ
れ
、
他
方
で
は
す
で
に
耐

用
年
限
に
達
し
て
綻
び
の
目
立
つ
イ
ン
フ
ラ
網
を
、
回
復
不
可
能
な
と
こ
ろ
ま
で
酷
使
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
脆
弱
な
生
態
系

化
遺
産
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
に
は
繋
が
る
ま
い
か
。
同
様
の
発
想
は
、
松
江
や
柳
川
の
よ
う
に
水
郷
を
擁
す
る
街
並
み
に
と

ど
ま
ら
ず
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
が
広
が
る
、
多
く
の
地
方
中
枢
都
市
の
鉄
道
駅
前
を
再
生
さ
せ
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
も
な
る
は
ず

で
あ
る
。
前
橋
駅
前
の
「
ア
ー
ツ･

マ
エ
バ
シ
」
と
周
囲
の
商
店
街
で
の
試
み
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

◆
◆
Ⅵ
連
結
と
隙
間
と

―
ジ
グ
ゾ
ー
・
パ
ズ
ル
・
モ
デ
ル

こ
こ
ま
で
、
分
散
し
が
ち
で
散
乱
し
た
社
会
セ
ク
タ
ー
相
互
を
連
結
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
だ
が
筆

者
は
、
連
絡
網
の
傍
ら
に
あ
っ
て
、
実
は
占
拠
さ
れ
て
い
な
い
空
虚
な
空
間
が
、
連
絡
網
の
構
成
に
劣
ら
ず
重
要
だ
と
考
え
て

い
る
。
高
度
の
利
権
が
複
雑
に
入
り
込
ん
だ
大
都
市
市
街
地
で
も
、
よ
く
見
れ
ば
気
づ
か
れ
な
い
空
隙
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
取

り
残
さ
れ
て
い
る
。
垂
直
方
向
で
あ
れ
、
水
平
方
向
で
あ
れ
、
縦
横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
建
築
規
制
の
網
を
か
い
潜
る
よ
う
に

し
て
、
手
つ
か
ず
の
土
地
や
空
間
が
あ
ち
こ
ち
に
見
え
て
く
る
。
こ
う
し
た
空
隙
は
合
法
的
に
、
あ
る
い
は
非
合
法
裡
に
占
拠

さ
れ
も
す
る
。

非
合
法
に
と
い
え
ば
、
定
住
所
を
持
た
な
い
所
謂
「
不
法
滞
在
者
」
や
、「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
浮
浪
者
」
の

こ
と
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
河
川
敷
の
藪
の
な
か
に
ア
ジ
ル
を
構
え
、
そ
こ
に
避
難
を
余
技
な
く
さ
れ
る
境
涯

だ
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
前
の
リ
オ･

デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
な
ど
で
は
、
風
光
明
媚
な
郊
外
の
高
台
の
、
眺
め
の
良
い
一
等
地
の

傾
斜
地
が
不
法
占
拠
さ
れ
る
事
例
も
知
ら
れ
て
い
た
。
も
と
よ
り
風
紀
地
区
だ
っ
た
た
め
、
課
税
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
も
免

れ
て
い
た
地
域
に
、
住
所
不
定
の
人
々
が
ち
ゃ
っ
か
り
と
住
み
着
い
た
。
反
対
に
合
法
的
な
空
き
地
を
巧
み
に
占
有
す
る
様
々

（
8
）
貝
島
・
塚
本
﹇2001

﹈;  

東
京
工
業
大
学
建
築
学
科
塚
本
研
究
室
・
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン
﹇2001

﹈。
塚
本
ら
ス
タ
ジ
オ
・
ワ
ン
に
よ
る
、
京
都
や
金
沢
の
町
屋
再
生
計
画
も
参
照
。
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◆
◆
Ⅶ
空
虚
と
海
賊
と

装
飾
過
剰
の
美
学
が
飽
和
に
達
し
て
い
た
一
九
世
紀
世
紀
末
ヴ
ィ
ー
ン
の
産
ん
だ
建
築
家
、
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
は
、
装
飾

を
犯
罪
視
す
る
著
名
な
著
作
『
装
飾
と
犯
罪
』
を
な
し
た
（
ロ
ー
ス
﹇2011

﹈）。
装
飾
は
デ
ザ
イ
ン
に
と
っ
て
不
適
切
な
余
剰
に

過
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
論
拠
だ
っ
た
。
こ
れ
と
相
同
の
論
理
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
デ
ザ
イ
ン
も
ま
た
犯
罪
的
な
役
割
を

演
じ
か
ね
ま
い
。
す
な
わ
ち
歪
ん
だ
邪
悪
な
世
界
観
や
計
画
の
完
遂
に
、
最
後
の
必
要
な
ピ
ー
ス
を
提
供
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ

は
犯
罪
行
為
へ
の
立
派
な
加
担
に
な
る
か
ら
だ
。

こ
こ
で
我
々
は
、
発
想
の
転
換
を
迫
ら
れ
る
。
も
は
や
事
前
に
設
計
さ
れ
た
ジ
グ
ゾ
ー
・
パ
ズ
ル
に
最
後
の
ピ
ー
ス
を
嵌
め

込
め
ば
よ
い
、
と
は
参
る
ま
い
。
む
し
ろ
欠
け
た
ピ
ー
ス
は
、
必
然
的
に
残
さ
れ
た
空
隙
を
代
理
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
の

絵
柄
が
歪
み
、
基
盤
が
捻
じ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
件
の
ピ
ー
ス
は
弾
き
出
さ
れ
て
脱
落
し
た
、
と
見
る
方
が
健
全
だ
ろ
う
。

全
体
の
不
合
理
の
皺
寄
せ
が
糾
合
し
て
発
生
し
た
弱
点
こ
そ
が
こ
の
空
隙
で
あ
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
総
体
の
機
能
不
全
の
不
都
合
が

そ
こ
に
露
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
に
最
後
の
ピ
ー
ス
を
力
任
せ
に
嵌
め
た
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
解
決
は
お
ぼ
つ
く
ま
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
病
状
は
か
え
っ
て
悪
化
し
か
ね
ま
い
。
最
後
の
ピ
ー
ス
嵌
め
込
み
は
、
す
で
に
回
復
不
能
な
ま
で
捩
れ
て
い
た
シ
ス
テ

ム
に
、
致
命
傷
と
な
る
死
刑
宣
告
を
突
き
つ
け
る
、
最
後
の
一
撃
と
な
る
や
も
し
れ
な
い
の
だ
か
ら
。

と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
こ
の
空
隙
こ
そ
が
、
望
ま
れ
た
種
や
、
あ
る
い
は
望
ま
れ
な
い
種
が
着
床
し
、
宿
り
繁
茂
す
べ
き
孵

に
過
剰
な
負
荷
を
か
け
る
こ
と
な
く
修
繕
し
て
ゆ
く
配
慮
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
社
会
の
靱
帯
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
が
「
社
会
設

計
」
に
は
不
可
欠
だ
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
が
政
治
的
経
済
的
あ
る
い
は
金
融
上
の
利
潤
追
求
を
自
己
目
的
と
す
る
よ
う

な
、
さ
ら
な
る
「
成
長
」
神
話
に
加
担
す
る
こ
と
は
、
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
だ
ろ
う）

9
（

。

こ
こ
で
発
想
を
転
換
す
る
た
め
に
、
ジ
グ
ゾ
ー
・
パ
ズ
ル
を
モ
デ
ル
と
し
て
導
入
し
た
い
。
パ
ズ
ル
か
ら
必
要
な
ピ
ー
ス
が

一
つ
欠
け
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
れ
が
先
に
見
た
空
虚
な
場
所
に
相
当
す
る
。
こ
こ
に
穴
埋
め
す
る
に
は
、
欠
け
て
い
る
最
後

の
ピ
ー
ス
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
形
状
は
そ
れ
を
囲
む
八
つ
の
ピ
ー
ス
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
均

衡
の
う
ち
に
全
体
の
構
図
が
決
定
さ
れ
、
完
成
す
る
。
す
べ
て
の
ピ
ー
ス
が
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
自
分

勝
手
な
自
律
は
許
さ
れ
ま
い
。
と
は
い
え
個
々
の
ピ
ー
ス
は
独
自
の
形
状
を
備
え
て
お
り
、
け
っ
し
て
ほ
か
と
代
替
可
能
で
は

な
い
。
さ
ら
に
、
空
隙
の
場
所
に
ピ
タ
リ
と
当
て
嵌
ま
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
件
の
ピ
ー
ス
は
そ
れ
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と

も
な
い
。
だ
が
ほ
か
の
ピ
ー
ス
で
は
代
用
と
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
ピ
ー
ス
の
相
対
的
か
つ
部
分
的
な
自
律
性
が
尊
重
さ

れ
る
。
全
体
が
全
体
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
無
駄
な
ピ
ー
ス
は
存
在
し
な
い
（
福
岡
﹇2015

﹈）。

日
本
民
藝
館
館
長
の
深
澤
直
人
は
、
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ま
だ
欠
け
て
い
る
最
後
の
ピ
ー
ス
を
発
見
す
る
営
み
な

の
だ
と
主
張
す
る）
10
（

。
そ
れ
な
く
し
て
全
体
は
完
成
し
な
い
。
だ
が
、
と
深
澤
は
続
け
る
。
も
し
も
そ
の
全
体
が
歪
ん
で
い
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
最
後
の
ピ
ー
ス
を
無
理
矢
理
ね
じ
込
む
こ
と
は
、
企
画
の
完
遂
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
社
会
全
体
の
捻

れ
を
助
長
し
て
固
定
す
る
よ
う
な
害
悪
を
為
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
社
会
の
歪
み
が
集
約
さ
れ
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
最
後
の
ピ
ー
ス
が
嵌
ま
る
べ
き
箇
所
は
、
空
白
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
空
虚
に
は
意
味

が
あ
る
。

（
9
）
不
幸
に
し
て
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
「
復
興
」
土
木
計
画
は
、
多
く
の
場
所
で
こ
の
点
へ
の
配
慮
に
失
敗
し
て
い
る
。
竹
沢
﹇2013

﹈;  

岡
村
﹇2017

﹈。

（
10
）
深
澤
直
人
「
新
館
長
と
語
り
合
う
会
」（
日
本
民
藝
館
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
九
日
）。
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船
主
の
欠
如
し
た
船
舶
で
あ
る
。
そ
の
素
性
や
所
在
が
警
察
権
力
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
損
ね
て
こ
そ
、
海
賊
船
は
無
事
に
航
行

を
続
け
、
存
分
に
海
賊
行
為
に
及
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
警
察
と
い
う
免
疫
系
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
と
回
復
を
任
務
と
し
て
お

り
、
そ
の
探
索
の
目
を
か
い
く
ぐ
る
こ
と
に
失
敗
す
れ
ば
、
海
賊
船
は
直
ち
に
攻
撃
の
対
象
と
さ
れ
て
拿
捕
さ
れ
か
ね
な
い
の

だ
か
ら
。

◆
◆
Ⅷ
世
界
東
京
化
計
画

こ
こ
で
我
々
は
厄
介
な
問
題
に
遭
遇
す
る
。
そ
も
そ
も
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
既
存
の
秩
序
や
社
会
的
自
己
同
一
性
を
強
化
す
る

任
務
を
負
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
反
対
に
そ
れ
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
。
こ
れ
は
「
社
会
設

計
」
の
根
幹
に
関
わ
る
哲
学
的
な
問
い
と
な
る
。
近
年
で
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
海
賊
版
が
跳
梁
跋
扈
す
る
に
い
た
り
、
コ

ピ
ー
ラ
イ
ト
や
知
的
財
産
権
な
ど
を
保
護
す
る
た
め
に
様
々
な
規
制
や
規
則
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
正
統
性
あ
る
い
は
純
正
性

（authenticity

）
を
め
ぐ
る
問
い
が
、
経
済
的
利
潤
や
金
融
的
利
害
と
絡
ま
っ
て
し
き
り
と
話
題
に
さ
れ
る
。
日
本
語
で
「
パ
ク

リ
」
は
他
人
の
発
案
な
ど
を
不
法
に
盗
む
行
為
を
さ
す
。
カ
ー
ル
・
ラ
ス
テ
ィ
ア
ラ
と
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
プ
リ
グ
マ
ン
に

よ
る“The K

nock-off Econom
y”

は
、
日
本
語
訳
で
は
『
パ
ク
リ
経
済
』
と
訳
さ
れ
た
（R

austiala &
 Sprigm

an ﹇2012

﹈; 

ラ
ウ
ス

テ
ィ
ア
ラ
＆
ス
プ
リ
グ
マ
ン
﹇2015

﹈）。「
パ
ク
リ
」
と
「
ク
リ
エ
ー
タ
ー
」
を
か
け
た
冗
談
と
し
て
「
パ
ク
リ
エ
ー
タ
ー
」
な
る

卵
器
、
正
体
不
明
の
未
熟
児
を
発
育
さ
せ
る
保
育
器
に
相
当
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
生
命
力
の
強
い
（
と
言
わ
れ
る
が
、
実

は
「
弱
い
」）「
雑
草
」
が
舗
装
道
路
の
わ
ず
か
な
割
れ
目
を
目
ざ
と
く
見
つ
け
て
根
を
張
り
、
芽
を
吹
き
、
休
耕
地
に
侵
入
し
、

人
知
れ
ず
繁
殖
を
遂
げ
る
の
に
も
似
て
、
外
来
の
、
あ
る
い
は
来
歴
不
明
の
征
服
者
が
不
法
占
拠
を
画
策
し
、
寄
生
虫
よ
ろ
し

く
、
そ
う
し
た
空
き
地
を
い
つ
の
間
に
か
領
土
と
し
て
占
拠
し
て
し
ま
う
（
塚
谷
﹇2014

﹈）。
穴
場
に
は
無
法
者
や
不
可
触
選
民

が
蝟
集
し
、
犯
罪
行
為
が
頻
発
し
、
闇
社
会
の
無
法
地
帯
が
繁
盛
す
る
と
い
っ
た
事
態
も
、
あ
る
い
は
発
生
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
た
脱
法
行
為
や
海
賊
行
為
の
温
床
と
も
な
る
。
海
賊
は
定
義
か
ら
し
て
、
自
分
た
ち
の
違
法
性
を
高
々
と
見
せ
び
ら

か
す
と
か
、
そ
の
疑
わ
し
い
出
自
や
帰
属
を
白
日
の
も
と
に
晒
す
と
い
っ
た
愚
行
は
犯
さ
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
の
自
己
同
一
性

の
不
確
か
さ
こ
そ
が
、
も
と
よ
り
怪
し
げ
な
「
海
賊
」
た
る
地
位
を
保
証
す
る
に
は
不
可
欠
な
の
だ
か
ら）
11
（

。

こ
こ
で
生
体
の
免
疫
系
を
考
え
よ
う
（
多
田
﹇1993

﹈）。
免
疫
系
に
と
っ
て
自
己
の
身
体
は
欠
如
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
免
疫

系
は
外
敵
と
判
断
し
た
も
の
を
攻
撃
す
る
。
し
た
が
っ
て
免
疫
系
が
正
常
に
働
い
て
い
る
生
体
は
、
そ
の
当
の
免
疫
系
に
よ
っ

て
そ
の
存
在
を
感
づ
か
れ
、
認
識
対
象
と
悟
ら
れ
て
は
困
る
。
む
し
ろ
認
識
で
き
な
い
不
在
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自

分
の
免
疫
系
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
感
知
さ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
生
体
は
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
る
。
感
知
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

自
ら
の
免
疫
系
の
餌
食
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
（
こ
れ
が
自
己
免
疫
症
で
発
生
す
る
事
態
で
あ
る
）。
換
言
す
れ
ば
、
生
物
学
的

な
自
己
同
一
性
は
、
免
疫
系
か
ら
は
不
在
の
欠
落
、
ま
さ
し
く
空
隙
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
抗

原
・
抗
体
反
応
か
ら
免
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ジ
グ
ゾ
ー
・
パ
ズ
ル
の
欠
け
た
ピ
ー
ス
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
れ
は
、
国
際
法
の
父
と
し
て
名
を
残
す
フ
ー
ゴ
ー
・
フ
ォ
ン
・
グ
ロ
チ
ウ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
のterra nullis

つ
ま
り
「
無

主
地
」
と
言
っ
て
よ
い
。
思
え
ば
海
賊
船
も
こ
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
。
海
賊
船
と
は
正
当
な
所
有
者
を
持
た
ず
、
合
法
的
な

（
11
）
稲
賀
﹇2017a

﹈。
そ
の
ほ
か
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
﹇2013

﹈;  

ク
ー
ン
﹇2013

﹈;  

メ
イ
ソ
ン
﹇2012

﹈;  

デ
ュ
ラ
ン
＆
ベ
ル
ニ
ュ
﹇2014

﹈
な
ど
、
重
要
な
著
書
の
翻
訳
も
近
年
集
中

し
て
い
る
。
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こ
の
「
世
界
東
京
化
計
画
」
に
よ
っ
て
、original

とcopy

の
二
項
対
立
は
、
根
底
か
ら
疑
問
符
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
フ

ラ
ン
ス
の
都
市
空
間
に
設
け
ら
れ
た
緑
地
帯
は
、
そ
の
幾
何
学
的
な
構
図
に
よ
っ
て
日
本
の
回
遊
式
庭
園
と
は
著
し
い
対
称
を

な
す
、
と
我
々
は
観
念
的
に
信
じ
て
い
る
。
満
開
の
桜
の
下
で
飲
食
を
す
る
と
い
っ
た
行
動
様
式
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
共
公
園

で
は
法
律
上
で
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
ド
レ
ス
・
コ
ー
ド
を
ち
ょ
っ
と
変
換
す
れ
ば
、
事
態
は
一
変
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
首

都
も
俄
か
に
「
東
京
」
へ
と
変
貌
す
る
。
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
を
赤
と
白
の
ツ
ー
ト
ン
・
カ
ラ
ー
に
塗
り
替
え
、
シ
ャ
ン
・
ド
・
マ

ル
ス
の
芝
生
を
満
開
の
桜
で
埋
め
尽
く
し
、
そ
こ
に
毛
氈
な
ら
ぬ
青
の
防
水
シ
ー
ト
を
広
げ
て
、
酒
や
弁
当
を
手
に
興
ず
る
群

衆
を
配
す
る
だ
け
で
、
あ
た
り
は
上
野
公
園
そ
の
ま
ま
の
情
景
に
転
ず
る
の
だ
か
ら
。
こ
こ
で
ソ
フ
ィ
ア
・
コ
ッ
ポ
ラ
の
映
画

『
ロ
ス
ト
・
イ
ン
・
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
』（
二
〇
〇
三
年
）
を
思
い
出
す
の
も
一
興
だ
ろ
う
。
文
化
意
匠
を
翻
訳
し
て
置
換
す

る
だ
け
で
、
人
の
抱
く
帰
属
同
一
性
（identity

）
意
識
な
ど
、
い
と
も
簡
単
に
喪
失
さ
れ
て
し
ま
う
。

◆
◆
Ⅸ
黄
色
の
雨
傘
と
世
界
の
電
子
的
連
帯

漂
流
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
い
か
に
文
化
圏
を
越
え
て
流
通
す
る
の
か
。
二
〇
一
四
年
の
香
港
に
横
溢
し
た
黄
色
の
雨

傘
の
増
殖
を
思
い
起
こ
そ
う
。
ま
ず
、
な
ぜ
黄
色
な
の
か
。
東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
）
の
慰
問
と
慰
霊
に
訪

れ
た
天
皇
皇
后
を
黄
色
の
水
仙
が
迎
え
た
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
。
黄
色
に
は
絶
望
的
な
境
遇
に
あ
る
人
々
に
勇
気
を
与

新
語
も
鋳
造
さ
れ
、「
イ
ン
チ
キ
」
な
詐
欺
ま
が
い
の
嫌
疑
を
受
け
た
藝
術
家
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
揶
揄
す
る
の
に
も
用
い
ら
れ

た
。
二
〇
二
〇
年
に
予
定
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
エ
ン
ブ
レ
ム
に
選
ば
れ
な
が
ら
盗
作
と
指
弾
さ
れ
た
佐
野
研
二
郎
の
ケ
ー

ス
が
典
型
的
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
イ
ザ
コ
ザ
の
細
部
を
蒸
し
返
す
こ
と
は
す
ま
い
（
稲
賀
﹇2016a

﹈）。
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ

ン
の
世
界
で
は
、
誰
で
あ
れ
、
思
わ
ぬ
デ
ザ
イ
ン
盗
用
の
嫌
疑
を
受
け
る
危
険
か
ら
、
我
が
身
を
完
全
に
保
護
す
る
こ
と
な
ど
、

容
易
で
は
な
い
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
嫌
疑
を
受
け
た
と
な
る
と
、
背
後
に
控
え
る
莫
大
な
金
銭
的
利
潤
か
ら
し
て
、
被
疑
者
が

愚
か
な
醜
聞
か
ら
無
傷
で
立
ち
直
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
な
の
が
実
情
だ
ろ
う
。

そ
の
う
え
で
、
解
毒
剤
と
し
て
石
井
大
五
の
映
像
作
品
「
世
界
東
京
化
計
画
」（W

orld Tokyo-lization Project

）
に
注
目
し
た

い
）
12
（

。
二
〇
一
六
年
の
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
で
の
展
示
で
、
彼
は
「
よ
く
似
た
」
と
い
う
視
覚
印
象
が
い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
か
を
実
験

す
る
こ
と
で
、
正
統
性
＝
真
正
性
（authenticity

）
の
脆
弱
さ
を
明
る
み
に
だ
し
た
。
一
見
す
れ
ば
東
京
は
銀
座
の
街
並
み
と
見

え
る
往
来
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
に
偽
装
を
施
し
た
風
景
と
判
明
す
る
。
日
本
風
の
広
告
を
貼
り
め
ぐ
ら
せ
る

だ
け
で
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
は
そ
の
見
か
け
の
自
己
同
一
性
を
容
易
に
喪
失
し
、
人
々
は
こ
の
変
装
に
い
と
も
簡
単
に
騙
さ
れ

る
。
同
様
に
暮
れ
な
ず
む
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
旧
市
街
も
、
日
本
風
の
ネ
オ
ン
や
電
飾
を
吊
り
下
げ
れ
ば
、
簡
単
に
東
京
の
赤

坂
見
附
か
、
京
都
の
祇
園
の
風
情
に
仮
装
で
き
る
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
寺
院
は
、
フ
ァ
サ
ー
ド
に
仏
殿
の
垂
れ
幕

を
施
し
、
周
囲
に
松
の
木
を
植
え
、
何
本
か
の
幟
を
立
て
る
と
、
奈
良
か
築
地
の
仏
教
伽
藍
へ
と
変
身
を
遂
げ
る
。
こ
れ
は
常

識
を
揺
さ
ぶ
る
に
十
分
な
体
験
だ
。
文
化
的
同
一
性
の
中
核
を
な
す
と
我
々
が
素
朴
に
信
じ
て
い
る
も
の
が
、
実
際
に
は
刷
り

込
ま
れ
た
固
定
概
念
に
過
ぎ
ず
、
先
入
見
に
も
近
い
錯
覚
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
か
ら
だ
。
こ
れ
み
よ
が
し
の
表
面
的
な
視

覚
記
号
を
皮
膚
移
植
し
た
だ
け
で
、
文
化
的
独
創
性
は
容
易
に
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
。

（
12
）http://w

w
w
.future-scape.co.jp
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保
さ
れ
る
。
い
か
に
期
待
に
反
し
た
も
の
と
は
い
え
、
土
砂
降
り
に
付
き
纏
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
政
治
的
抑
圧
の
暗
喩

と
し
て
、
人
々
に
共
有
さ
れ
る
。

自
然
発
生
的
に
確
保
さ
れ
、
黄
色
の
雨
傘
が
繁
茂
し
た
「
自フ
リ
ー
・
ス
ペ
ー
ス

由
空
間
」（free space

）
は
、
無
菌
処
理
を
施
さ
れ
た
殺
菌
温
室

で
は
あ
り
え
な
い
。
自
由
が
保
障
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
自
由
空
間
は
完
璧
な
安
全
圏
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
容
易
に

棄
損
さ
れ
う
る
脆
弱
性
を
抱
え
て
い
る
。
だ
が
だ
か
ら
こ
そ
自
由
空
間
は
ま
た
政
治
的
な
実
験
室
た
り
え
、
文
化
的
あ
る
い
は

社
会
的
な
冒
険
を
許
す
温
床
と
も
な
る
。
公
的
認
可
を
得
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
、
未
公
認
種
発
育
の
た
め
の
苗
床
に
は
、

歓
迎
さ
れ
ざ
る
藝
術
的
実
践
の
胚
芽
も
着
床
し
う
る
。
だ
が
い
か
に
表
面
的
に
は
失
敗
に
終
わ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
不
意
の

思
わ
ぬ
発
見
と
い
う
僥
倖
（serendipity

）
が
発
芽
す
る
可
能
性
も
退
け
ら
れ
て
は
い
ま
い
。
突
然
の
豪
雨
は
災
害
の
引
き
金
と

も
な
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
束
の
間
で
も
、
幸
運
を
呼
ぶ
萌
芽
を
約
束
す
る
培
養
地
に
も
な
り
う
る
の
だ
か
ら
（
稲
賀

﹇2016b

﹈）。

「
君
は
僕
を
夢
想
家
と
言
う
だ
ろ
う
。
よ
ろ
し
い
。
で
も
僕
だ
け
が
唯
一
の
夢
想
家
で
は
な
い
」。
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
の
唱
え

た
こ
の
「
社
会
設
計
」
の
理
想
は
、
危
機
の
さ
な
か
、
黄
色
の
雨
傘
革
命
の
基
調
を
な
し
た
。

レ
ノ
ン
の
傍
ら
に
、
そ
の
盟
友
で
も
あ
っ
た
い
ま
一
人
の
夢
想
家
と
し
て
、
最
後
に
白
南
準
＝
ナ
ム
ジ
ュ
ン
・
パ
イ
ク
を
召

還
し
よ
う
。
パ
イ
ク
を
所
謂
ヴ
ィ
デ
オ
・
ア
ー
ト
の
先
駆
者
と
見
る
の
は
、
視
野
狭
窄
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
は
ノ
ー
バ
ー
ト
・

ウ
ィ
ナ
ー
と
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ッ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
申
し
子
と
し
て
、
世
界
を
電
子
回
路
で
自
由
に
連
結
す
る
夢
に
一
生
を
賭
け

た
実
験
家
だ
っ
た
は
ず
だ
。
物
理
的
な
美
術
館
は
、
電
子
情
報
が
世
界
的
に
流
通
す
る
時
代
に
は
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
記
憶
収

蔵
庫
へ
優
位
を
譲
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
裏
腹
に
、
パ
イ
ク
が
作
品
と
し
て
後
世
に
遺
贈
し
た
旧
式
モ
ニ
タ
ー
群
た
ち
は
、
脱

え
る
効
能
が
知
ら
れ
る
。
二
〇
一
四
年
三
月
、
台
湾
の
行
政
院
を
包
囲
・
占

拠
し
た
学
生
運
動
は
、「
三
一
八
向
日
葵
運
動
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
黄
色

の
花
が
日
本
か
ら
台
湾
へ
、
さ
ら
に
海
峡
を
越
え
て
香
港
に
飛
び
火
し
た
。

そ
の
香
港
で
は
、
ト
ト
ロ
が
、「
雨
傘
革
命
」
の
マ
ス
コ
ッ
ト
と
な
っ
た
（
図

９
―
9
）。
複
製
権
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
模
倣
の
繁
殖
は
非
合
法

の
海
賊
行
為
と
言
っ
て
よ
い
。
商
業
的
利
潤
に
抵
触
す
る
な
ら
ば
、
私
的
な

再
利
用
で
も
、
法
的
制
裁
の
対
象
と
な
る
。
違
法
ト
ト
ロ
は
訴
訟
に
よ
り
損

害
賠
償
の
対
象
と
も
な
り
う
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
同
様
の
ア
イ
コ
ン
の
増
殖

は
、
一
五
年
前
で
あ
れ
ば
、
北
京
政
府
筋
か
ら
「
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
」
の
武

器
に
よ
る
「
文
化
侵
略
」
と
し
て
糾
弾
さ
れ
う
る
事
態
を
招
い
て
も
不
思
議

で
な
か
っ
た
。

だ
が
大
衆
文
化
の
複
製
権
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
商
魂
は
、
す
で
に
時
代

図 9 － 9　Have you met Totoro?　香港での黄色い雨
傘革命で（無断で）使われた意匠
出所： 「となりのトトロ」無料 PC デスクトップ壁紙（nelde.deviantart.
com）

錯
誤
と
言
っ
て
よ
い
。
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と
て
も
、
ト
ト
ロ
が
森
の
精
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。
熱
帯

雨
林
あ
る
い
は
、
温
帯
の
鎮
守
の
杜
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
、
保
護
さ
れ
る
と
い
う
生
態
学
的
な
安
心
感
、
一
体
感
（identification

）

が
黄
色
の
雨
傘
の
繁
茂
を
促
し
た
こ
と
は
、
疑
い
あ
る
ま
い
。
ト
ト
ロ
は
そ
こ
に
相
応
し
い
マ
ス
コ
ッ
ト
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
た
。
さ
ら
に
雨
傘
が
運
動
の
象
徴
と
な
っ
た
の
も
、
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
東
南
ア
ジ
ア
の
亜
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
に
あ

っ
て
、
突
然
の
降
雨
は
日
常
の
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
人
々
の
連
帯
は
、
忌
む
べ
き
突
然
の
降
雨
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
確
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た
現
実
が
、
こ
こ
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
韓
半
島
に
発
生
し
た
こ
と
は
、
実
際
に
は
ア
ジ
ア
の
各
地
で
反
復
さ
れ
て
い
る
は

ず
だ
。
東
浩
紀
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
国
境
と
時
代
区
分
と
の
、
矛
盾
し
て
折
り
合
い
の
つ
か
な
い
幾
多
の
霊
的
切

断
面
を
犀
利
に
分
析
し
て
い
る
。
地
理
的
な
分
断
と
歴
史
認
識
の
齟
齬
と
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
た
ま
ま
の
多
重
人
格
の
錯
乱

が
、
ア
ジ
ア
現
代
史
の
真
実
を
な
す
。
歴
史
的
な
和
解
も
、
地
政
学
的
融
和
も
実
現
で
き
な
い
現
実
が
Ｄ
Ｍ
Ｚ
な
の
だ
か
ら

（
東
﹇2016

﹈）。

白
南
準
の
故
地
た
る
韓
国
に
は
、
広
大
な
空
白
の
土
地
が
広
が
り
、
い
か
な
る
ピ
ー
ス
も
そ
の
空
虚
を
埋
め
尽
く
し
え
な
い
。

二
五
〇
キ
ロ
の
長
さ
を
持
ち
、
五
七
〇
平
方
キ
ロ
に
わ
た
っ
て
広
が
る
、
北
朝
鮮
と
の
非
武
装
地
帯
、
Ｄ
Ｍ
Ｚ
で
あ
る
（
図
９

―
11
）。
こ
れ
は
民
族
の
魂
が
分
裂
し
、
家
族
が
離
散
し
、
な
お
統
合
に
失
調
を
来
し
て
い
る
不
幸
の
象
徴
だ
ろ
う
。
朝
鮮
戦

争
で
命
を
失
っ
た
魂
の
慰
霊
に
失
敗
し
た
ま
ま
の
歴
史
の
証
が
、
こ
の
巨
大
な
空
白
と
な
っ
て
現
象
す
る
。
戦
場
に
斃
れ
た
多

く
の
屍
が
、
実
際
に
な
お
こ
の
非
武
装
地
帯
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
記
憶
の
収
蔵
庫
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
失
敗
し

図 9 － 10　ナムジュン・パイク《多々益善》Dadaikseon、
1988 年　国立現代美術館、ソウル
出所：public domain

図 9 － 11　DMZ　1990 年 8 月 17 日
Getty images, Karita Kaku
出所：http://www.gettyimages.co.jp

図 9 － 12　8 月 6 日　広島　元安川　灯籠流し
「原爆ドーム」（旧・産業奨励館）の川岸「雁木」に人々が集っている。　

工
業
化
時
代
に
お
け
る
機
械
文
明
時
代
の
歴
史
的
遺
物
と
し
て
、
世
界
の
主

要
な
美
術
館
に
殿
堂
入
り
を
果
た
す
。
個
々
の
モ
ニ
タ
ー
は
世
界
の
他
の
す

べ
て
の
事
象
を
映
し
、
他
の
す
べ
て
の
モ
ニ
タ
ー
に
も
、
こ
の
一
個
の
モ
ニ

タ
ー
の
映
像
が
伝
達
さ
れ
る
。
そ
れ
は
電
子
機
器
時
代
の
黎
明
に
あ
っ
て
実

現
さ
れ
た
華
厳
教
学
の
電
動
曼
荼
羅
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
甲
羅
に
モ
ニ
タ
ー

を
背
負
っ
た
巨
大
な
亀
は
現
代
の
亀
碑
で
あ
り
、
一
〇
〇
三
個
の
モ
ニ
タ
ー

を
積
み
上
げ
た
《
多
々
益
善
》D

adaikseon

（
図
９
―
10
）（
一
九
八
八
年
）
は
、

現
代
の
バ
ベ
ル
の
塔
の
は
ら
む
危
機
と
時
代
錯
誤
と
を
見
事
に
具
現
す
る

（
稲
賀
﹇2017b

﹈）。

◆
◆
Ⅹ
結　
　

論

日
本
列
島
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の

「
社
会
設
計
」
は
、
こ
う
し
た
未

完
の
和
解
と
も
、
け
っ
し
て
無
縁

で
は
な
い
。
分
裂
し
た
人
格
を
表

象
し
、
統
合
の
失
調
を
証
す
る
空

虚
な
裂
け
目
が
、
な
お
「
社
会
設

計
」（social design

）
の
あ
ち
こ
ち

に
生
々
し
い
傷
口
を
晒
し
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
振
り
返
れ
ば
、
広
島

市
中
心
部
の
原
爆
ド
ー
ム
足
下
の

「
雁
木
」、
そ
の
石
段
か
ら
は
八
月

六
日
の
慰
霊
の
夕
べ
に
は
、
無
数
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― 2016b 「
世
界
制
覇
の
夢
と
離
散
状
況
と
―『
日
本
お
よ
び
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ー
ト
と
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・

ア
ー
ト
』
よ
り
」『
あ
い
だ
』222: 24-29; 223: 37-44

―
（
編
） 2017a 『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
の
再
構
築
―
交
易
と
情
報
流
通
の
現
在
を
問
い
直
す
』
思
文
閣
出
版

― 2017b 「
ナ
ム
ジ
ュ
ン
・
パ
イ
ク
と
仏
教
思
想
―『
没
後
一
〇
年
二
〇
二
〇
年　

笑
っ
て
い
る
の
は
誰
？　

？+
？
＝
？
』
展
よ

り
」『
あ
い
だ
』231: 2-14

ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ン
ボ
ー
ン
／
菰
田
伸
介
（
訳
） 2013 『
海
賊
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
背
教
者
と
難
民
の
一
七
世
紀
マ
グ
リ
ブ
海
洋
世

界
』
以
文
社

貝
島
桃
代
・
塚
本
由
晴 2001 『M

ade in Tokyo

』
ワ
ー
ル
ド
フ
ォ
ト
プ
レ
ス

岡
村
健
太
郎 2017 『「
三
陸
津
波
」
と
集
落
再
編
―
ポ
ス
ト
近
代
復
興
に
向
け
て
』
鹿
島
出
版
会

ク
ー
ン
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
／
菰
田
伸
介
（
訳
） 2013 『
海
賊
旗
を
掲
げ
て
―
黄
金
期
海
賊
の
歴
史
と
遺
産
』
夜
光
社

竹
沢
尚
一
郎 2013 『
被
災
後
を
生
き
る
：
吉
里
吉
里
・
大
槌･

釜
石
奮
闘
記
』
中
央
公
論
新
社

塚
谷
裕
一 2014 『
ス
キ
マ
の
植
物
図
鑑
』
中
公
新
書

デ
ュ
ラ
ン
、
ロ
ド
ル
フ
＆
ジ
ャ
ン
＝
フ
ィ
ッ
リ
ッ
プ
・
ベ
ル
ニ
ュ
／
永
田
千
奈
（
訳
） 2014 『
海
賊
と
資
本
主
義
―
国
家
の
周
縁
か
ら
絶
え

ず
世
界
を
刷
新
し
て
き
た
も
の
た
ち
』
阪
急
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

東
京
工
業
大
学
建
築
学
科
塚
本
研
究
室
・
ア
ト
リ
エ
・
ワ
ン 2001 『
ペ
ッ
ト
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
ワ
ー
ル
ド
フ
ォ
ト

プ
レ
ス

福
岡
伸
一 2015 「
無
く
し
た
ピ
ー
ス
の
請
求
法
に
感
心
」『
芸
術
と
科
学
の
あ
い
だ
』
所
収
、
木
楽
舎
﹇『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
一
四
年
一

二
月
一
四
日
初
出
﹈

多
田
富
雄 1993 『
免
疫
の
意
味
論
』
青
土
社

メ
イ
ソ
ン
、
マ
ッ
ト
／
玉
川
千
絵
子
ほ
か
（
訳
） 2012 『
海
賊
の
ジ
レ
ン
マ
―
ユ
ー
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
が
い
か
に
し
て
新
し
い
資
本
主
義
を
つ

の
灯
籠
が
太
田
川
へ
流
さ
れ
る
（
図
９
―
12
）。
そ
し
て
地
震
で
被
災
し
た
建
物
の
四
階
や
一
三
階
に
も
、
成
仏
で
き
ぬ
浮
遊
霊

た
ち
が
今
も
な
お
憑
依
す
る
（
磯
前
﹇2015

﹈）。

二
一
世
紀
前
半
の
「
社
会
設
計
」
の
精
神
的
・
霊
的
な
課
題
が
こ
こ
に
あ
る
。
お
り
か
ら
文
化
庁
の
京
都
移
転
が
決
定
さ
れ
、

様
々
な
胎
動
も
始
ま
っ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
国
際
博
物
館
会
議
の
京
都
開
催
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
の
観
光
公
害
、
交
通
事
故
の
多
発
に
も
あ
い
似
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
葛
藤
」
と
言
う
べ
き
状
況
を
、
否
応
な
く
日
本
各
地
に
発
生
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
は
ず
だ
。
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
社
会
の
教
訓
が

示
唆
す
る
よ
う
な
「
家
族
の
絆
」
は
、
ま
だ
実
現
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
穴
だ
ら
け
の
ジ
グ
ゾ
ー
・
パ
ズ
ル
に
よ
る
「
海
賊
化
」

に
い
か
に
対
処
す
る
か
が
、
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
分
析
と
事
例
検
討
が
、
日
本
の
文
化
力
の
再
生
に
何
が
し
か
の
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

＊
本
章
は
、
国
際
デ
ザ
イ
ン
史
研
究
学
会
Ｉ
Ｃ
Ｄ
Ｈ
Ｓ
総
会
に
招
聘
さ
れ
て
行
っ
た
基
調
講
演“The Era of G

lobalization: A
 N

ew
 Task of 

the D
esign H

istory”

（
台
北
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
七
日
）
の
未
刊
行
英
文
原
稿
を
一
部
割
愛
の
う
え
、
日
本
語
に
訳
し
た
も
の
で
あ

る
。
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