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は
じ
め
に

　

19
世
紀
末
イ
ギ
リ
ス
で
、あ
る
一
人
の
社
会
改
良
家
が「
田
園
都
市（Garden 

C
ity

）」
を
考
案
し
た
。
そ
れ
が
都
市
づ
く
り
へ
の
関
心
を
引
き
起
こ
し
、
田

園
都
市
運
動
（Garden City M

ovem
ent

）
と
し
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ

こ
か
ら
田
園
都
市
を
は
じ
め
、
田
園
郊
外
や
郊
外
住
宅
地
な
ど
の
開
発
が
起
こ

り
、
都
市
そ
の
も
の
の
概
念
や
そ
の
様
相
は
変
化
し
て
い
く
。
田
園
都
市
論
は

都
市
工
学
的
視
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
多
角
的
な
観
点
か
ら
高
く
評
価
さ
れ

て
お
り
、
非
常
に
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら

明
ら
か
に
な
っ
た

0

。
本
研
究
で
は
田
園
都
市
運
動
に
焦
点
を
当
て
、
近
代
イ
ギ

リ
ス
（
主
に
ロ
ン
ド
ン
と
そ
の
周
辺
部
）
に
お
け
る
田
園
都
市
論
を
巡
る
動
き

を
芸
術
文
化
論
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。
田
園
都
市
や
田
園
郊
外
と
い
う
新
し

い
都
市
を
目
指
し
た
人
々
の
思
想
や
、
理
想
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
都
市
に
ど
の

よ
う
に
反
映
さ
れ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
都
市
景
観
を
生
み
出

し
た
の
か
。
実
現
し
た
田
園
都
市
、
田
園
郊
外
の
実
際
か
ら
探
る
。

　

ま
ず
田
園
都
市
運
動
の
起
こ
っ
た
背
景
を
探
る
。
そ
れ
か
ら
田
園
都
市
運
動

を
田
園
都
市
建
設
と
田
園
郊
外
建
設
の
二
つ
の
流
れ
か
ら
論
じ
る
。
構
想
ど
お

り
の
田
園
都
市
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
多
く
の
問
題
に
直
面
し
な

が
ら
新
し
い
都
市
の
形
は
模
索
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
中
で
田
園
都
市
は
都
市
の

新
し
い
可
能
性
を
示
し
、
快
適
で
上
質
な
生
活
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

１
．
背
景
│
近
代
の
急
速
な
都
市
化

　

田
園
都
市
運
動
は
19
世
紀
末
、
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
（E

benezer 

H
ow

ard, 1850-1928

）
が
田
園
都
市
論
を
提
唱
し
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
ハ

ワ
ー
ド
が
新
し
い
都
市
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
練
り
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
た

そ
の
背
景
か
ら
ま
ず
見
て
い
こ
う
。

 

イ
ギ
リ
ス
で
は
18
世
紀
末
に
産
業
革
命
が
起
こ
り
、
そ
こ
か
ら
都
市
化
が
急

　

近
代
イ
ギ
リ
ス
田
園
都
市
運
動
の
展
開

　
　
　
　

│
ロ
ン
ド
ン
の
田
園
都
市
と
田
園
郊
外
│

大　
　

島　
　

葉　
　

月
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速
に
進
ん
だ
。
都
市
部
に
人
口
が
集
中
し
、著
し
い
人
口
の
増
加
が
見
ら
れ
た
。

19
世
紀
か
ら
20
世
紀
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）
の
全
人
口
は
約
四
倍
に
増
加
し
た

1

。
住
宅
の
過
密
は
公
衆

衛
生
の
悪
化
を
も
た
ら
し
、
伝
染
病
な
ど
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
。
ま
た
無

秩
序
な
都
市
開
発
が
な
さ
れ
、
鉄
道
の
発
達
が
ス
プ
ロ
ー
ル
化
を
促
進
し
た
。

そ
の
よ
う
に
当
時
の
都
市
に
は
多
く
の
問
題
が
溢
れ
、
特
に
貧
し
い
労
働
者
た

ち
の
生
活
環
境
は
劣
悪
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
法
律
を
定

め
る
な
ど
の
措
置
も
当
然
取
ら
れ
た

2

が
、
急
激
に
現
状
を
変
え
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
国
家
で
は
な
く
民
間
の
人
々
が
、
都
市
を
変
え
、
さ
ら
に
生

活
を
変
え
よ
う
と
動
き
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

田
園
都
市
運
動
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、そ
の
運
動
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
、

①
ハ
ワ
ー
ド
に
よ
る
田
園
都
市
の
建
設
、
②
田
園
郊
外
の
建
設
、
の
二
つ
の
文

脈
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
次
節
で
は
ま
ず
田
園
都
市
の
建
設
か
ら
見
て
い

く
。

２
．
田
園
都
市
│
ハ
ワ
ー
ド
の
構
想
か
ら
実
現
ま
で

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
田
園
都
市
運
動
は
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
と
い
う

ひ
と
り
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
ア
イ
デ
ィ
ア
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
１
８
９
８

年
『
明
日
│
真
の
革
命
に
至
る
平
和
な
道
（T

om
orrow

: a Peaceful Path to 

R
eal R

eform

）』
を
出
版
し
た
（
１
９
０
２
年
に
題
を
改
め
、『
明
日
の
田
園

都
市（G

arden of C
ities of T

om
orrow

）』と
す
る
）。
そ
こ
で
理
想
の
都
市「
田

園
都
市
」の
構
想
を
明
ら
か
に
す
る
。
ハ
ワ
ー
ド
は
社
会
改
良
に
興
味
が
あ
り
、

社
会
を
変
え
る
た
め
に
ま
ず
都
市
を
変
え
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
ハ

ワ
ー
ド
は
都
市
計
画
家
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
道
で
は
い
わ
ば
素
人
だ
っ

た

3

。
し
か
し
彼
の
理
論
は
斬
新
で
、
理
想
の
都
市
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
力
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
ハ
ワ
ー
ド
が
思
い
描
い
た
田
園
都
市
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
具
体
的
に
見
て
い
こ
う

4

。
６
千
エ
ー
カ
ー
の
土
地
に
千

エ
ー
カ
ー
の
市
街
と
５
千
エ
ー
カ
ー
の
農
地
地
所
を
つ
く
り
、
農
地
が
市
街
を

環
状
に
囲
む
。
計
画
人
口
は
都
市
に
約
３
万
人
、
農
地
に
約
２
千
人
と
し
た
。

住
居
と
職
場
が
近
接
し
、
そ
の
他
の
生
活
に
必
要
な
こ
と
は
全
て
そ
の
都
市
内

で
行
え
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
自
己
完
結
型
の
都
市
が
想
定
さ
れ
た
。
最
終
的
に

は
、
田
園
都
市
６
つ
と
中
心
都
市
で
都
市
群
を
構
成
す
る
と
い
う
壮
大
な
計
画

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
運
営
は
民
間
の
非
営
利
の
会
社
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
の

収
入
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
説
い
た
。
そ

し
て
住
民
か
ら
運
営
委
員
会
を
選
出
す
る
な
ど
、
住
民
が
直
接
運
営
や
管
理
に

携
わ
る
こ
と
を
求
め
た
。

　

１
８
９
９
年
に
田
園
都
市
協
会
（G

arden C
ity A

ssociation

）
が
設
立

さ
れ
、
田
園
都
市
づ
く
り
は
始
め
ら
れ
た
。
１
９
０
２
年
に
設
立
さ
れ
た
田

園
都
市
開
発
会
社
（Garden City Pioneer Com

pany

）
は
、
翌
年
田
園
都

市
に
適
当
な
土
地
と
し
て
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
（Letchw

orth

）
を
購
入
し
、
そ

こ
に
第
一
の
田
園
都
市
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
・
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
（Letchw

orth 
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G
arden C

ity

）
を
建
設
し
た
。
そ
の
設
計
に
は
レ
イ
モ
ン
ド
・
ア
ン
ウ
ィ

ン
（R

aym
ond U

nw
in, 1863-1940

）
と
バ
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー
（B

arry 

Parker, 1867-1947

）
の
二
人
の
建
築
家
が
携
わ
っ
た
。
１
９
１
９
年
に
は
、

第
二
の
田
園
都
市
ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
・
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
（W

elw
yn G

arden 

C
ity

）
が
建
設
さ
れ
る
。
ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら
約
32
キ
ロ
離
れ
て

お
り
、
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
よ
り
20
キ
ロ
ほ
ど
ロ
ン
ド
ン
中
心
部
に
近
い
場
所
に
位

置
す
る
。
設
計
は
ア
ン
ウ
ィ
ン
た
ち
で
は
な
く
、
建
築
家
ル
イ
ス
・
デ
・
ソ
ア

ソ
ン
（Louis de Soissons, 1890-1962

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　

レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
と
ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
は
同
じ
田
園
都
市
論
に
基
づ
い
て
計
画
さ

れ
た
都
市
だ
が
、
そ
れ
ら
は
少
し
異
な
っ
た
表
情
を
持
つ
。
田
園
都
市
論
そ
れ

自
体
は
具
体
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
あ
る
枠
組
み
を
建
設
が
決

定
し
た
土
地
に
あ
て
は
め
て
応
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る

5

。
そ
の
た
め
設

計
に
携
わ
っ
た
建
築
家
の
解
釈
と
建
設
し
た
土
地
の
本
来
の
形
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
独
特
の
特
徴
を
持
っ
た
都
市
が
出
来
上
が
っ
た
。レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
で
は
、

そ
の
自
然
地
形
を
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
活
か
す
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が

重
視
さ
れ
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
農
村
部
に
残
る
伝
統
的
な
建
築
様
式
に
こ
だ

わ
り
を
持
っ
て
い
る

6

。
一
方
ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
は
、
ハ
ワ
ー
ド
が
示
し
た
ダ
イ
ア

グ
ラ
ム
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
デ
ザ
イ
ン
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
朝

様
式
で
統
一
さ
れ
て
い
た

7

。

　

さ
て
、
ハ
ワ
ー
ド
の
理
論
に
基
づ
い
て
実
現
し
た
田
園
都
市
で
暮
ら
す
人
々

や
そ
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス

に
つ
い
て
見
て
い
く
。
田
園
都
市
の
原
則
の
中
に
、
住
職
近
接
、
す
な
わ
ち
都

市
の
中
に
住
居
と
職
場
を
含
み
、
そ
の
都
市
内
で
暮
ら
し
、
働
く
と
い
う
も
の

が
あ
っ
た
。
そ
の
原
則
に
従
う
と
、
様
々
な
職
を
持
つ
人
々
が
住
み
、
社
会
的

な
均
衡
が
生
じ
る
。
ハ
ワ
ー
ド
の
案
を
具
現
し
た
田
園
都
市
で
は
当
然
そ
の
よ図１．ダイアグラム№２（出典 : ハワード、1969）
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う
に
住
人
の
社
会
的
均
衡
が
見
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
現
状
は
異
な
っ
た
。

実
際
、
田
園
都
市
に
住
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
富
裕
層
に
限
ら
れ
た
。
基
本
的

に
住
宅
は
贅
沢
に
つ
く
ら
れ
、
労
働
者
用
の
住
宅
も
労
働
者
た
ち
に
と
っ
て
は

家
賃
が
高
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
実
際
「
住
宅
は
贅
沢
に
建
設
さ
れ
、
よ
り
貧
し

い
労
働
者
を
排
除
し
て
い
る

8

」
と
批
判
さ
れ
た
。
だ
が
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
自
身
が

認
め
る
最
低
限
の
基
準
を
守
る
こ
と
を
重
要
視
し
た
。
価
格
を
下
げ
る
た
め
に

基
準
を
下
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。「
田
園
都
市
が
何
ら
か
の
も
の
の

た
め
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
た
め
│
そ
こ
へ
や
っ
て
く
る
あ
ら
ゆ
る

家
族
の
た
め
の
快
適
な
住
宅
と
庭
│
で
あ
る
。
こ
れ
は
引
き
下
げ
る
こ
と
の
で

き
ぬ
最
低
条
件
で
あ
る

9

。」
田
園
都
市
の
住
宅
に
住
む
た
め
に
は
労
働
者
の
賃

金
を
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
述
べ
た
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
労
働

問
題
は
早
急
に
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
建
設
さ
れ
て
す
ぐ
に

そ
の
よ
う
な
低
賃
金
の
労
働
者
た
ち
が
入
居
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
労
働
者
は
実
質
、
住
人
の
対
象

と
し
て
は
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
然
、
入
居
で
き
た
の
は
あ
る
一
定
水
準

以
上
の
生
活
が
で
き
る
層
に
偏
っ
た
。

　

当
時
は
郊
外
住
宅
地
が
普
及
し
始
め
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
都
心
の
住
環
境

が
悪
化
す
る
と
、
郊
外
に
住
宅
を
求
め
る
人
々
が
増
加
し
、
郊
外
住
宅
地
の
建

設
が
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
最
初
の
地
下
鉄
が
認
可
さ

れ
た
の
は
１
８
５
４
年
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
地
下
鉄
の
路
線
沿
い
に
郊
外
住

宅
地
が
開
発
さ
れ
て
い
っ
た

A

。
そ
の
よ
う
に
郊
外
に
住
居
を
求
め
る
人
々
の
目

も
当
然
、
田
園
都
市
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
建
設
す
る
側
も
そ
れ
を
意
識

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
多
少
贅
沢
な
つ
く
り
に
し
て
も
成
功
す
る
見
込
み

は
あ
っ
た
。

　

結
局
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
は
工
場
の
誘
致
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由

か
ら
、
自
立
都
市
と
し
て
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ロ
ン
ド
ン
中
心
部
か

ら
55
キ
ロ
も
離
れ
て
い
た
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
へ
の
通
勤
圏
と
し
て
は
当
時
は
遠

す
ぎ
る
場
所
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
都
心
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
は
機
能
し
な

か
っ
た
。
し
か
し
田
園
都
市
と
い
う
の
は
、
ま
ず
そ
の
響
き
で
十
分
に
新
し
さ

と
快
適
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
富
裕
層
を
ひ
き
つ
け
た
。
実
際
「
条
例
開
発
の

あ
ら
ゆ
る
外
観
を
打
ち
破
っ
た

B

」
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
は
他
に
は
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
結
果
的
に
そ
こ
は
都
心
か
ら
少
し
離
れ
た
高
級
住
宅
地
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
も
実
際
は
建
設
当
初
か
ら
富
裕
層
が
集
ま
り
、
社
会

的
均
衡
は
こ
こ
で
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
は
そ
の
都
市

の
経
営
に
苦
し
ん
だ
が
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
取
ら
れ
た
措
置

C

に
よ
っ
て

田
園
都
市
の
原
則
か
ら
少
し
ず
つ
ず
れ
て
い
く
こ
と
に
住
民
は
反
対
し
な
か
っ

た

D

。
富
裕
層
向
け
の
住
宅
開
発
に
重
点
を
置
い
た
の
も
経
営
安
定
の
た
め
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
１
９
４
８
年
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
法
の
適
用
を
受
け
、

ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
・
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
会
社
（W

elw
yn Garden City Corp 

Ltd

）
は
解
散
し
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
公
団
よ
っ
て
開
発
が
進
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
と
い
う
名
前
を
残
し
な
が
ら
も
、
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真
の
意
味
で
田
園
都
市
と
い
う
こ
と
は
難
し
く
な
っ
た
。

３
．
田
園
郊
外
│
有
機
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
目
指
し
て

　

レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
・
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
が
建
設
さ
れ
た
の
と
ほ
ほ
同
時
期
に
、

「
田
園
郊
外
（
ガ
ー
デ
ン
サ
バ
ー
ブ G

arden Suburb

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の

が
計
画
さ
れ
、ハ
ム
ス
テ
ッ
ド（H

am
pstead

）に
建
設
さ
れ
た
。
ハ
ム
ス
テ
ッ

ド
・
ガ
ー
デ
ン
サ
バ
ー
ブ
（H

am
pstead Garden Suburb

）
は
ヘ
ン
リ
エ
ッ

タ
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
（H

enrietta Barnett,1851-1936

）
と
い
う
女
性
に
よ
っ

て
考
案
さ
れ
た
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
社
会
改
良
家
と
し
て
若
く
か
ら
活
動
し
て
お

り
、
社
会
福
祉
や
貧
困
問
題
等
に
直
接
関
わ
っ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
彼
女
は

次
第
に
あ
ら
ゆ
る
年
齢
や
社
会
の
層
の
人
々
が
同
じ
場
で
暮
ら
す
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
実
現
の
夢
を
抱
き
始
め
る
。
そ
の
夢
を
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
で
実
現
し
よ
う

と
し
た

E

。
夫
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
友
人
だ
っ
た
レ
イ
モ
ン
ド
・
ア
ン
ウ
ィ
ン
に
設
計

が
依
頼
さ
れ
、こ
こ
で
も
パ
ー
カ
ー
と
二
人
で
設
計
が
行
わ
れ
た
。レ
ッ
チ
ワ
ー

ス
で
彼
ら
の
案
が
選
ば
れ
た
一
年
後
の
１
９
０
５
年
に
第
一
案
を
作
成
し
た
。

　

ア
ン
ウ
ィ
ン
は
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
、
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
の
両
方
で
、
住
宅
と
緑
地

を
バ
ラ
ン
ス
良
く
含
ん
だ
変
化
に
富
む
デ
ザ
イ
ン
を
心
が
け
た
。と
い
う
の
も
、

そ
れ
ま
で
労
働
者
に
供
給
さ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
条
例
住
宅
地
を
悪
い
見
本

だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る

F

。
狭
い
土
地
に
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
ん
だ
長
屋

住
宅
は
柵
状
に
配
置
さ
れ
、そ
の
景
観
は
単
調
で
退
屈
な
も
の
だ
っ
た【
図
２
】。

さ
ら
に
密
度
は
高
く
、
共
有
で
使
用
で
き
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
よ
う
な
も

の
は
な
か
っ
た
。
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
そ
の
よ
う
な
労
働
者
向
け
の
住
宅
の
最
低
基

準
を
上
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。
ア
ン
ウ
ィ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
低
密

度
の
住
宅
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
持
つ
住
宅
地
の
構
想
が
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
と

ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
で
現
実
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
。
１
９
０
６
年
に
は
ク
ッ
ク

（
袋
小
路
）
の
開
発
を
可
能
と
し
た
初
の
法
律
、
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
・
ガ
ー
デ
ン

サ
バ
ー
ブ
法（H

am
pstead Garden Suburb A

ct

）が
可
決
し
、ハ
ム
ス
テ
ッ

ド
に
は
ク
ル
ド
サ
ッ
ク
が
有
効
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
の
ラ
ド
バ
ー

ン
の
手
法
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る

G

。

　

当
時
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
よ
う
な
形
で
都
市
部
に
人
工
的
に
自
然
を
取
り

入
れ
る
と
い
う
方
法
は
よ
く
見
ら
れ
た
。
労
働
者
階
級
が
暮
ら
す
空
間
に
共
有

で
使
用
で
き
る
余
暇
の
場
が
提
供
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
生
活
に
大

き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
余
暇
の
場
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
余
暇
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
そ
こ
か
ら
自

然
が
「
健
全
な
息
抜
き
の
場
」、
あ
る
い
は
「
ゆ
と
り
あ
る
生
活
の
象
徴
」
と

し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
自
然
そ
の
も
の
を
楽
し

む
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
自
然
が
余
暇
と
い
う
贅
沢
を
与
え
る
も
の
の
象
徴

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

H

。
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
・
ガ
ー
デ
ン
サ
バ
ー
ブ
は
広
い
ハ

ム
ス
テ
ッ
ド
・
ヒ
ー
ス

I

に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
。ガ
ー

デ
ン
サ
バ
ー
ブ
建
設
に
そ
の
土
地
が
選
ば
れ
た
背
景
に
は
、
そ
の
ハ
ム
ス
テ
ッ

ド
・
ヒ
ー
ス
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
鉄
道
の
延
伸
に
よ
り
ハ
ム
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ス
テ
ッ
ド
・
ヒ
ー
ス
の
自
然
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
・

バ
ー
ネ
ッ
ト
が
、
そ
の
ヒ
ー
ス
約
80
エ
ー
カ
ー
（
32
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
を
購
入
す

る
よ
う
県
議
会
に
対
し
て
訴
え
る
運
動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る

J

。
当
時
都
市
化

が
進
行
す
る
の
と
同
時
に
、
自
然
破
壊
も
著
し
く
進
ん
で
い
た
。
も
と
も
と
そ

の
土
地
の
人
々
が
親
し
み
、
守
っ
て
き
た
自
然
を
都
市
開
発
に
よ
っ
て
失
っ
て

し
ま
う
こ
と
を
危
ぶ
む
人
々
も
い
た
。
こ
こ
で
の
ヒ
ー
ス
保
護
運
動
は
、
都
市

化
や
工
業
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
自
然
の

存
在
は
複
数
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

　

田
園
郊
外
が
原
則
的
に
住
宅
地
で
あ
っ
て
、
自
己
完
結
型
の
都
市
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
が
田
園
都
市
と
の
最
大
の
相
違
点
で
あ
る
。ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
・
ガ
ー

デ
ン
サ
バ
ー
ブ
は
ロ
ン
ド
ン
中
心
部
か
ら
約
６
キ
ロ
と
大
変
近
い
た
め
、
ロ
ン

ド
ン
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド

は
、
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
よ
り
も
社
会
的
均
衡
と
い
う
目
標
を
明
確
に
掲
げ
て
い
た

が
、そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、成
功
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。ま
ず
初
め
に
、

予
想
し
て
い
た
よ
う
に
は
入
居
者
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
は
ロ

ン
ド
ン
の
中
心
に
充
分
近
く
、
労
働
者
が
通
勤
で
き
る
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
労
働
者
に
と
っ
て
、
勤
め
先
の
近
さ
は
他
の
条
件
に
優
先
す
る
も

の
で
あ
っ
た
た
め
、
都
心
に
近
い
と
い
え
ど
郊
外

0

0

に
住
み
都
心
に
通
お
う
と
す

る
人
は
ま
だ
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
誤
算
だ
っ
た
。

彼
女
が
予
想
し
て
い
た
ほ
ど
、
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
の
立
地
条
件
が
労
働
者
に
と
っ

て
は
良
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ガ
ー
デ
ン
サ
バ
ー
ブ
に
は
労
働
者
た
ち
で
は

な
く
、
よ
り
富
ん
だ
人
々
が
主
に
居
住
し
た
。
そ
の
た
め
、
全
体
的
な
計
画
の

見
直
し
が
な
さ
れ
、中
流
階
級
向
け
の
住
宅
地
へ
と
設
計
の
変
更
が
な
さ
れ
た
。

ア
ン
ウ
ィ
ン
は
解
雇
さ
れ
、代
わ
り
に
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
ッ
チ
ェ
ン
ズ
（Edw

in 

Lutyens, 1869-1944

）
が
設
計
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ラ
ッ
チ
ェ
ン

図２．条例住宅地（左）と田園都市（右）のモデル（出典 : 西村幸夫編、2005）
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ズ
は
基
本
的
に
は
ア
ン
ウ
ィ
ン
の
計
画
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
。
し
か
し
、

労
働
者
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
施
設
の
ほ
と
ん
ど
は
建
設
中
止
と
な
っ
た
。
そ

し
て
中
流
階
級
に
好
ま
れ
る
よ
う
な
高
級
住
宅
地
に
な
る
よ
う
、
住
宅
や
街
並

み
の
外
観
を
変
え
て
い
っ
た
。
皮
肉
に
も
、
田
園
郊
外
は
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
と
同

様
、
富
裕
層
向
け
の
郊
外
住
宅
地
に
な
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

　

田
園
都
市
と
田
園
郊
外
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
、
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
・
ガ
ー
デ
ン

シ
テ
ィ
と
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
・
ガ
ー
デ
ン
サ
バ
ー
ブ
の
両
方
に
携
わ
っ
て
い
た
建

築
家
レ
イ
モ
ン
ド
・
ア
ン
ウ
ィ
ン
と
い
う
人
物
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼

は
田
園
都
市
運
動
を
論
じ
る
上
で
鍵
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
田
園
都
市
実
現
に

貢
献
し
、ハ
ワ
ー
ド
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
現
実
の
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、ハ
ワ
ー

ド
の
考
え
方
に
完
全
に
賛
同
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ハ
ワ
ー

ド
の
構
想
し
た
都
市
づ
く
り
は
、
ま
っ
た
く
手
つ
か
ず
の
土
地
に
自
立
的
な
都

市
を
建
設
す
る
と
い
う
方
法
だ
っ
た
。
一
方
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
都
市
全
体
を
つ
く

り
だ
す
こ
と
よ
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
郊
外
の
方
が
現
実

的
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
、
田
園
都
市
よ
り
田
園
郊
外
の
方

を
気
に
入
っ
て
い
た
よ
う
だ

K

。

　

ア
ン
ウ
ィ
ン
は
も
と
も
と
労
働
者
の
住
宅
を
設
計
す
る
な
ど
、
住
宅
の
基
準

の
改
善
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
田
園
都
市
運
動
が
起
こ
る
以
前
、
19
世
紀
か

ら
20
世
紀
に
か
け
て
、
主
に
工
業
都
市
で
工
業
村
（
工
業
モ
デ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ

ジ Industrial M
odel V

illage

）
と
呼
ば
れ
る
村
が
つ
く
ら
れ
て
い
た

L

。
工

場
主
が
労
働
者
た
ち
の
た
め
に
住
居
や
そ
の
他
生
活
に
必
要
な
施
設
を
用
意
し

た
の
だ
が
、
そ
の
村
全
体
が
一
つ
の
社
会
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
点
で
自
足
的
な
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
田
園
都
市
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
と

も
言
わ
れ
て
い
る

M

。
そ
の
工
業
村
の
ひ
と
つ
、ヨ
ー
ク（Y

ork

）近
郊
の
ニ
ュ
ー
・

図３．ハムステッド・ガーデンサバーブ（出典 : バーネット、兼田訳、2000）
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イ
ヤ
ー
ズ
ウ
ィ
ッ
ク（N

ew
 Earsw

ick

）の
設
計
を
ア
ン
ウ
ィ
ン
と
パ
ー
カ
ー

が
行
っ
た
。
こ
こ
で
の
経
験
が
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
や
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
で
活
か
さ
れ

て
い
る
。

　

ア
ン
ウ
ィ
ン
と
パ
ー
カ
ー
に
よ
る
新
し
い
都
市
デ
ザ
イ
ン
理
論
は
、
大
変
な

速
さ
で
海
外
へ
と
広
ま
っ
た
。ア
ン
ウ
ィ
ン
の
著
書『
実
践
の
都
市
計
画（T

ow
n 

Planning in Practice
）』(1909)

は
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
等
に
も
翻
訳

さ
れ
、
多
く
の
国
で
読
ま
れ
た
。
１
９
０
９
年
に
は
王
立
英
国
建
築
家
協
会
都

市
計
画
会
議
（T

ow
n Planning conference of the Royal Institute of 

B
ritish A

rchitects

）
を
設
立
し
た
が
、
こ
こ
が
田
園
都
市
運
動
の
頂
点
で

あ
っ
た

N

。

４
．
田
園
都
市
の
実
際
│
田
園
都
市
は
実
現
し
た
か

　

田
園
都
市
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
と
ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
に
建
設
さ

れ
た
が
、
果
た
し
て
ま
さ
に
ハ
ワ
ー
ド
が
思
い
描
い
た
「
田
園
都
市
」
が
実
現

し
た
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
第
二
の
田
園
都
市

ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
に
関
し
て
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
途
中
で
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
純
粋
に
田
園
都
市
と
呼
べ
る
の
は
レ
ッ
チ

ワ
ー
ス
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
も
、ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
法
の
適
用

O

や
、

そ
の
他
田
園
都
市
の
大
原
則
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

田
園
都
市
や
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
目
標
と
し
た
都
市
の
建
設
は
、
ほ
と
ん
ど

成
功
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
ほ
ど
田
園
都
市
は
実
現
が
難
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
ワ
ー
ド
が
著
書
で
示
し
、
自
身
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
田
園
都
市
に
は
、

そ
の
実
現
を
難
し
く
し
た
い
く
つ
か
の
欠
点
が
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
人
為

的
に
都
市
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

特
に
土
地
と
人
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
全
て
を
取
り
壊

し
て
一
か
ら
計
画
的
に
作
り
上
げ
る
と
い
う
都
市
開
発
の
仕
方
へ
の
理
解
は
古

く
か
ら
高
く
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
た
と
え
ま
だ
都
市
化
し
て
い
な
い
地

だ
と
言
っ
て
も
、
そ
の
地
と
無
縁
の
人
間
が
新
た
に
新
型
都
市
を
つ
く
り
上
げ

る
と
い
う
の
は
、
発
想
と
し
て
は
目
新
し
く
面
白
そ
う
だ
が
、
ど
う
に
も
受
け

入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

第
二
の
点
は
、
経
済
的
な
問
題
で
あ
る
。
田
園
都
市
建
設
費
用
を
、
住
宅
問

題
に
直
面
し
て
い
る
当
の
労
働
者
や
貧
困
層
が
払
う
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
ワ
ー

ド
は
運
営
の
仕
方
に
つ
い
て
財
政
面
か
ら
も
詳
し
く
説
明
し
た
が
、
そ
れ
も
充

分
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
富
裕
層
の
み
が
住
ま
う
こ
と
の
で
き
る
都

市
だ
け
し
か
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
住
民
は
直
接
都
市
の
運
営
に

携
わ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
が
、
田
園
都
市
の
理
念
に
賛
同
す
る
と
い
う
こ
と

が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
田
園
都
市
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
理
解

し
、
さ
ら
に
は
そ
の
理
念
に
基
づ
い
て
共
に
都
市
を
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
い
う

意
思
の
あ
る
も
の
が
住
民
と
な
り
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の

た
め
に
は
あ
る
程
度
の
教
養
も
要
求
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
地
域
の
コ
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ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
暮
ら
す
と
い
う
意
識
が
持
て
る
の
は
、
や
は
り
あ
る
水
準
以
上

の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
者
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
も
し
あ
ら

ゆ
る
層
の
人
々
が
共
に
生
活
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
田
園

都
市
の
目
標
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
労
働
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な

説
明
の
仕
方
や
、
あ
る
意
味
で
の
教
育
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
努
力
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
最
初
か
ら
労
働
者
を
排

除
し
た
構
想
と
み
な
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
田
園
都
市
を

つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
計
画
す
る
側
と
住
む
側
が
ひ
と
つ
の
社
会
を
形
成
す

る
の
だ
と
い
う
意
識
が
な
い
限
り
不
可
能
で
あ
る
。
一
般
的
な
集
落
に
は
そ
の

社
会
を
つ
く
っ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
を
先
祖
代
々
受
け
継
ぎ
、
住
民
が

共
有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
原
点
な
し
で
、
同
じ
地
域
に
住
む
人
々
が
た
だ

物
理
的
に
隣
接
し
て
い
る
の
で
な
く
、
協
力
し
て
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ

く
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
い
う
試
み
は
近
代
ま
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
田
園
都
市
は
都
市
の
歴
史
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
か
つ
都
市
の
新
し

い
ベ
ク
ト
ル
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

都
市
づ
く
り
が
国
家
で
は
な
く
民
間
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と

で
、
都
市
が
自
然
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
暮
ら
す
こ
と
を
自
ら
選

択
し
た
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
。
そ
し
て
、
都
市
や

そ
こ
で
の
生
活
は
お
金
を
出
せ
ば
手
に
入
る
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
し
お
金
を

払
っ
て
よ
り
高
い
水
準
の
生
活
を
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
当
然
す
で
に
経
済
的

な
余
裕
を
持
つ
人
々
に
限
ら
れ
た
。
そ
の
購
買
層
の
要
望
を
満
た
し
、
期
待
を

抱
か
せ
る
こ
と
は
住
宅
水
準
を
自
然
と
上
げ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
高
級

感
の
漂
う
デ
ザ
イ
ン
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
財
政

的
な
理
由
か
ら
、行
政
に
よ
る
開
発
で
は
当
然
実
現
が
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。

土
地
を
贅
沢
に
使
い
、
緑
も
豊
富
に
含
ん
だ
デ
ザ
イ
ン
は
、
当
時
で
は
他
に
見

ら
れ
な
い
よ
う
な
独
特
の
も
の
で
、
他
の
住
宅
地
と
の
差
異
化
が
図
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
が
独
自
の
都
市
景
観
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
よ

う
な
新
し
い
次
世
代
の
都
市
生
活
を
想
像
さ
せ
た
。
ハ
ワ
ー
ド
の
構
想
の
原
点

は
、
都
市
を
変
え
る
こ
と
で
社
会
そ
の
も
の
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
逆
に
社
会
を
変
え
、
生
活
が
豊
か
に
な
れ
ば
、
都
市
も
快
適
で
美
し
く

な
る
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
す
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
幻
想
に
終
わ
っ
た
部

分
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
田
園
都
市
生
活
を
誰
も
が
享
受
で
き
る

可
能
性
を
少
な
か
ら
ず
示
し
た
。
そ
う
い
う
夢
を
持
た
せ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

こ
そ
が
田
園
都
市
が
持
つ
力
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

註（
１
）　

大
島
葉
月
「
近
現
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
景
観
美
と
都
市
構
想
」、２
０
０
８
（
広

島
大
学
総
合
科
学
部
学
士
論
文
）、
大
島
葉
月
「
ロ
ン
ド
ン
と
田
園
都
市
の
夢
│
近

現
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
都
市
景
観
美
の
展
開
│
」
２
０
１
０
（
広
島
大
学
大
学

院
総
合
科
学
研
究
科
修
士
論
文
）．
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（
２
）　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
シ
ュ
ワ
ー
ス
『
イ
ギ
リ
ス
田
園
都
市
の
社
会
史
』
下
総
薫
訳
、

御
茶
ノ
水
書
房
、
１
９
８
７
．

（
３
）　

都
市
に
関
す
る
初
期
の
法
律
と
し
て
は
、
公
衆
衛
生
法
（
１
８
４
８
）、
労
働
者

住
宅
法
（
１
８
６
８
）、
労
働
者
住
宅
改
良
法
（
１
８
７
５
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
４
）　

ハ
ワ
ー
ド
は
社
会
改
良
家
。
当
初
事
務
員
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
後
に
農
業

の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
へ
渡
る
。
当
時
田
園
都
市
と
呼
ば
れ
た
シ
カ
ゴ
の
街
を
見
て
、

田
園
都
市
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
（O

xford D
iction

ary of N
ation

al B
iography 

Vol. 28 O
xford U

niversity Press 2004, 

‶How
ard, sir Ebenezer

”）。

（
５
）　

ハ
ワ
ー
ド
、
エ
ベ
ネ
ザ
ー
『
明
日
の
田
園
都
市
』
長
素
連
訳
、
鹿
島
出
版
会
、

１
９
６
９
．

（
６
）　

ハ
ワ
ー
ド
は
『
明
日
の
田
園
都
市
』
の
中
で
、「
た
だ
し
作
図
は
単
な
る
示
唆
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
ぎ
ず
お
そ
ら
く
実
際
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
述
べ
て
い
る
し
、

示
さ
れ
て
い
る
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
の
中
で
も
「
土
地
が
決
ま
る
ま
で
設
計
図
は
描
か

れ
て
は
な
ら
な
い
」、「
設
計
図
は
選
択
さ
れ
た
土
地
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
書
か
れ
て
い
る
（
図
１
参
照
）（
前
掲
書
、
１
９
６
９
）

（
７
）　

ア
ン
ウ
ィ
ン
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
（W

illiam
 M

orris, 1834-1896

）
の

影
響
を
受
け
、
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
（
そ
の
土
地
固
有
の
）
建
築
を
復
興
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
（
西
村
幸
夫
編
『
都
市
美
│
都
市
景
観
施
策
の
源
流
と
そ
の
展
開
』

学
芸
出
版
社
、
２
０
０
５
．）。

（
８
）　

上
掲
書
（
ハ
ワ
ー
ド
、
１
９
６
９
）．

（
９
）　

チ
ェ
リ
ー
、Ｅ
・
ゴ
ー
ド
ン
編『
英
国
都
市
計
画
の
先
駆
者
た
ち
』大
久
保
昌
一
訳
、

学
芸
出
版
社
、
１
９
８
３
、１
１
０
ペ
ー
ジ
．

（
10
）　

前
掲
書
、
１
１
０
ペ
ー
ジ
．

（
11
）　

最
初
の
郊
外
住
宅
地
と
言
わ
れ
る
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
パ
ー
ク
（B

edford 
Park

）
は
１
８
７
７
年
に
建
設
さ
れ
た
。

（
12
）　

上
掲
書
、
１
１
０
ペ
ー
ジ
．

（
13
）　

株
の
配
当
金
の
上
限
を
引
き
上
げ
た
。
ま
た
、
商
業
用
の
土
地
に
関
し
て
は
長

期
貸
付
を
せ
ず
、
高
い
賃
料
で
短
期
間
の
契
約
と
し
た
。

（
14
）　

西
山
八
重
子
「
イ
ギ
リ
ス
田
園
都
市
論
と
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
政
策
」
金
城
学
院
大

学
論
集
、
１
９
９
８
．

（
15
）　

O
xford D

ictionary of N
ational B

iography Vol. 3 O
xford U

niversity 

Press 2004, 

“Barnett, D
am

e(M
ary) H

enrietta

”, p.1024.

（
16
）　

西
村
幸
夫
編
『
都
市
美
│
都
市
景
観
施
策
の
源
流
と
そ
の
展
開
』
学
芸
出
版
社
、

２
０
０
５
．

（
17
）　

１
９
２
９
年
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ラ
ド
バ
ー
ン
（R

udburn

）
で
田
園
都
市
の
建

設
が
始
め
ら
れ
た
。
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
の
考
え
を
継
承
し
、
イ
ギ
リ
ス
の

田
園
都
市
の
よ
う
な
都
市
を
つ
く
り
出
す
計
画
が
さ
れ
た
。
当
初
２
５
６
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
土
地
に
、
計
画
人
口
２
万
５
千
人
の
自
己
完
結
型
の
都
市
が
建
設
さ
れ
る
予

定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
世
界
恐
慌
に
よ
る
経
済
的
な
問
題
か
ら
規
模
が
縮
小
さ
れ
、

自
立
都
市
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
（
最
終
的
に
、全
体
で
60
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

人
口
３
千
人
、
６
７
０
戸
の
住
宅
地
の
規
模
ま
で
し
か
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
）。
そ

こ
で
工
業
と
緑
地
帯
は
省
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ハ
ワ
ー
ド
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
の

中
心
か
ら
遠
い
部
分
が
切
り
落
と
さ
れ
、
学
校
、
住
宅
、
商
業
地
が
残
さ
れ
る
形

と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
田
園
都
市
論
が
本
来
持
つ
特
徴
が
失
わ
れ
、
た
だ
の
郊

外
住
宅
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
自
動
車
が
普

及
し
、
自
動
車
交
通
が
発
達
し
は
じ
め
た
と
い
う
背
景
か
ら
、
歩
車
分
離
が
ひ
と

つ
の
大
き
な
焦
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
通
過
交
通
を
排
除
す
る
方
法

と
し
て
「
ス
ー
パ
ー
ブ
ロ
ッ
ク
（
商
業
・
住
宅
地
域
を
含
む
大
街
区
）
方
式
」
が

採
用
さ
れ
た
。
ス
ー
パ
ー
ブ
ロ
ッ
ク
の
周
囲
を
自
動
車
道
路
が
囲
む
こ
と
で
、
通

過
す
る
自
動
車
交
通
を
遮
断
し
た
。
ス
ー
パ
ー
ブ
ロ
ッ
ク
は
通
り
抜
け
を
防
ぐ
た

め
の
方
法
と
し
て
、
20
世
紀
の
初
め
か
ら
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
や
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
な
ど

各
都
市
で
採
用
さ
れ
始
め
た
。
ラ
ド
バ
ー
ン
で
は
そ
の
ス
ー
パ
ー
ブ
ロ
ッ
ク
を
一

つ
の
単
位
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
街
区
か
ら
町
全
体
が
構
成
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ

た
。
ス
ー
パ
ー
ブ
ロ
ッ
ク
の
周
囲
に
は
、幅
の
広
い
自
動
車
用
幹
線
道
路
を
建
設
し
、

内
側
に
は
ク
ル
ド
サ
ッ
ク
を
つ
く
っ
た
。
ス
ー
パ
ー
ブ
ロ
ッ
ク
間
は
車
道
と
歩
道

を
立
体
交
差
さ
せ
て
歩
車
分
離
を
し
、
歩
行
者
の
安
全
を
確
保
し
た
。
ラ
ド
バ
ー

ン
の
計
画
は
高
く
評
価
さ
れ
、
今
や
「
ラ
ド
バ
ー
ン
方
式
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ

て
い
る
。
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
ラ
ド
バ
ー
ン
方
式
に
基

づ
い
た
住
宅
地
開
発
が
計
画
さ
れ
た
。
そ
れ
は
後
に
、
１
９
４
６
年
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
法
以
降
始
ま
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ど
、

海
外
へ
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。（
戸
谷
英
世
、
成
瀬
大
治
『
ア
メ
リ
カ
の
住
宅

地
開
発
│
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
か
ら
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
』
学
芸
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出
版
社
、
１
９
９
９
．）

（
18
）　

ロ
ン
ド
ン
中
心
部
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
公
園
は
、
娯
楽
の
場
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
政
治
的
な
活
動
を
行
う
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
社
会
民
主
同
盟
や

チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
家
た
ち
が
公
開
討
論
を
行
っ
て
い
た
。

（
19
）　 H

eath
（
英
）
ヒ
ー
ス
の
生
え
た
荒
地
の
こ
と
。
自
然
を
楽
し
む
場
と
し
て
市

民
に
利
用
さ
れ
る
。

（
20
）　

中
島
直
子
『
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
・
ヒ
ル
の
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
運
動
│
そ
の
思

想
と
活
動
│
』
古
今
書
院
、
２
０
０
５
、１
４
６
ペ
ー
ジ
．

（
21
）　

ア
ン
ウ
ィ
ン
は
１
９
０
４
年
か
ら
１
９
０
６
年
ま
で
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
に
住
ん
で

い
た
が
、
そ
の
後
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
・
ガ
ー
デ
ン
サ
バ
ー
ブ
に
引
越
し
、
１
９
８
７

年
に
亡
く
な
る
ま
で
そ
こ
で
暮
ら
し
た
。

（
22
）　

石
鹸
会
社
リ
ー
バ
ー
の
ポ
ー
ト
・
サ
ン
ラ
イ
ト
（
リ
バ
プ
ー
ル
）、
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
会
社
キ
ャ
ド
バ
リ
ー
の
ボ
ー
ン
ヴ
ィ
ル
（
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
）
な
ど
。
リ
ー
バ
ー

の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
リ
ー
バ
ー
（W

illiam
 Lever

）
と
キ
ャ
ド
バ
リ
ー
の
ジ
ョ
ー
ジ
・

キ
ャ
ド
バ
リ
ー
（George Cadbury

）
は
ハ
ワ
ー
ド
が
設
立
し
た
田
園
都
市
協
会

（Garden City A
ssociation

）
に
参
加
し
、
田
園
都
市
建
設
に
協
力
し
た
。

（
23
）　

片
木
篤
『
イ
ギ
リ
ス
の
郊
外
住
宅
│
中
流
階
級
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
住
ま
い
の
図

書
館
出
版
局
、
１
９
８
７
．

（
24
）　

O
xford D

ictionary of N
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iography Vol. 55 O
xford U

niversity 
Press 2004.

（
25
）　

イ
ギ
リ
ス
で
は
戦
後
国
家
政
策
と
し
て
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
建
設
が
行
わ
れ
た
。

１
９
４
６
年
に
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
法
が
制
定
さ
れ
る
。
主
な
目
的
は
、
ロ
ン
ド
ン
か

ら
溢
れ
出
し
た
人
口
を
収
容
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
法
が
適
用
さ

れ
れ
ば
国
家
に
よ
る
安
定
し
た
運
営
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス

で
も
そ
の
適
用
は
検
討
さ
れ
た
。
だ
が
住
民
の
完
全
な
賛
成
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
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