
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
住
宅
改
革
運
動
―
―
一
つ
の
概
観

北

村

昌

史

は
じ
め
に

一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
研
究
を
見
る
と
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
住
宅
改
革
運
動
は
、

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
基
盤
が
確
立
す
る
　
「
社
会
的
住
宅
建
設
」
　
s
O
N
i
a
－
e
r

W
O
h
n
u
n
g
s
b
a
亡
制
度
の
成
立
史
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
き
た
。
「
社
会
的
住
宅
建
設
」

と
は
、
広
範
な
民
衆
層
の
住
宅
建
設
を
公
権
力
の
関
与
に
よ
り
推
進
し
よ
う
と
す
る
制

度
を
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
研
究
の
視
角
で
は
、
一
九
世
紀
中
葉
以
来
の

「
住
宅
改
革
運
動
」
　
の
諸
要
素
が
社
会
的
住
宅
建
設
と
の
関
連
の
み
で
位
置
づ
け
ら
れ

て
し
ま
い
、
都
市
化
に
伴
う
社
会
の
変
化
と
の
関
連
や
改
革
構
想
の
展
開
な
ど
に
つ
い

て
は
十
分
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
と
は
い
え
、
近
年
の
研
究
は
「
社

会
的
住
宅
建
設
」
　
成
立
史
の
観
点
を
脱
却
し
っ
つ
あ
り
、
新
た
な
住
宅
改
革
運
動
史
が

（
1
）

構
築
さ
れ
る
日
も
近
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
現
状
へ
の
認
識
を
ふ
ま
え
て
一
九
世
紀
ド
イ

ツ
の
住
宅
改
革
運
動
の
展
開
を
ベ
ル
リ
ソ
を
舞
台
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ベ
ル
リ
ソ
を
舞
台
に
設
定
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
本
稿
で
も
ふ
れ
る（

2
）

よ
う
に
、
帝
政
期
に
あ
っ
て
は
積
極
的
な
住
宅
政
策
を
お
こ
な
っ
た
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト

の
よ
う
な
都
市
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
り
、
大
多
数
の
都
市
当
局
は
住
宅
政
策
に
消
極
的

で
あ
っ
た
。
本
稿
が
示
す
よ
う
に
、
ベ
ル
リ
ソ
市
当
局
は
住
宅
政
策
に
消
極
的
で
あ
り
、

そ
の
点
で
は
当
時
の
ド
イ
ツ
の
都
市
の
代
表
例
と
見
な
し
え
る
。
こ
れ
に
加
え
、
ベ
ル

リ
ソ
で
は
一
九
世
紀
中
葉
以
来
断
続
的
に
住
宅
改
革
の
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
九

世
紀
の
住
宅
改
革
運
動
の
展
開
を
描
く
の
に
格
好
の
舞
台
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、

筆
者
の
今
ま
で
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
二
次
文
献
の
情
報
を
交
え
な
が
ら
一
九
世
紀

の
住
宅
改
革
運
動
の
展
開
に
一
つ
の
見
通
し
を
つ
け
た
い
。
そ
の
際
、
住
宅
改
革
構
想

の
変
遷
を
軸
に
運
動
の
全
体
像
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、

一
九
世
紀
中
葉
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
が
叙
述
の
中
心
と
な
る
が
、
本
稿
の
最
後

に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
つ
い
て
も
若
干
の
展
望
を
の
べ
て
お
き
た
い
。

一
世
紀
中
葉

一
九
世
紀
初
頭
に
一
七
万
程
度
で
あ
っ
た
ベ
ル
リ
ソ
の
人
口
は
、
世
紀
中
葉
に
は
四

〇
万
を
越
し
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
統
一
を
経
て
急
増
し
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
二
〇
〇
万
人

（

4

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

5

）

に
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
住
宅
事
情
の
悪
化
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え

ば
、
一
九
世
紀
前
半
に
は
建
物
の
裏
の
方
の
、
本
来
作
業
場
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

部
分
、
さ
ら
に
は
半
地
下
や
屋
根
裏
が
住
居
と
し
て
次
第
に
重
要
性
を
増
す
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
当
時
の
住
宅
で
は
二
階
に
も
っ
と
も
裕
福
な
住
民
が
住
み
、
上
の
階
と

下
の
階
に
い
く
に
し
た
が
っ
て
社
会
階
層
が
下
が
る
。
さ
ら
に
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
は

労
働
者
地
区
と
い
っ
た
特
定
の
社
会
階
層
が
集
ま
っ
た
地
区
は
な
く
、
ベ
ル
リ
ソ
市
内

の
ど
の
部
分
で
も
様
々
な
階
層
が
軒
を
接
し
て
暮
ら
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
時

の
ベ
ル
リ
ソ
の
市
民
層
は
、
条
件
の
よ
く
な
い
住
居
に
生
活
し
て
い
る
人
々
に
日
常
的

に
接
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
住
宅
問
題
と
い
う
こ
と
で
当
時
の
市
民
に
と
っ

て
よ
り
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
、
人
口
増
に
伴
う
住
宅
用
の
建
物
の
全
般
的
な
大
型
化

二
〇
〇
五
・
六
・
三
〇
　
受
理
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で

あ

ろ

う
｡

早
く

も
一

入

二

〇

年
代
に

は

四

〇

〇

世
帯
二

〇

〇

〇
人

が

住
む

労
働
者

の

た

め

の

居
住

地

が

出

現
し

､

ベ

ル

リ
ソ

市
民
か

ら

｢

フ

ァ

-

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-
｣

F
a

m
i

)

i

e

n

h
a

u
s

e

r

と

呼

ば

れ

る
｡

フ

ァ

-

リ

エ

ソ

ホ

イ

ザ
-

は
ベ

ル

リ

ソ

の

北
方

､

ハ

ソ

ブ

ル

ク

門
を

一

歩
出
た

と

こ

ろ

に

位
置
し

､

四

つ

の

大

型
の

集
合
住

宅
と
い

く
つ

か

の

小
規
模
な

建
物
か

ら
な

る
｡

そ

れ

ま
で

の
ベ

ル

リ

ソ

で

は

頬
を

見
な
い

は

ど

巨
大

な
こ

の

建
物
群
の

住
民
は

社
会

の

最
底
辺

で

生

活
す
る

人
々

で
､

｢

宿
無
し

の
1

歩
手

前
｣

の

状
態
に

あ

る
｡

世
帯
主

の

約
三

分
の

二

は

自
分
の

仕
事
の

機
械
や

道
具
を

自
分
の

住

居
に

お
い

て

仕
事
を

す
る

｢

家
内
労
働
者
｣

で

あ

り
､

何
ら

か

の

布
を

織
る

機
織
り

を

生

業
と

す
る

世
帯
主
が

全

体
の

半
分
を

占
め

る
｡

寡
婦
な
ど

の

独

身
女
性
が

世
帯
主
で

あ

る

世

帯
も
二

割
近
-

み

ら

れ

た
｡

フ

7

ミ

-
エ

ソ

ホ

イ

ザ

ー

よ

り

北
の

地

域
に

は
､

一

九

世

紀
に

な

る

と

複
数

の

機
械
工

場
が

設
立

さ

れ
た

が
､

世

帯
主
の

な
か

に

労

働
者
と

分
類
さ

れ

る

者
の

数
は

そ

れ

ほ

ど

多
く
な

く
1

割
を

少
し

越
え

る

程
度
で

あ
る

0

住
民
の

な
か

に

伝
統
的
な

手

工

業
者
は
ほ

と
ん

ど

み

ら

れ

な
い

｡

世
帯
主

に

機
織
り

が

多
い

だ

け
で

は

な

く
､

妻
や

子
､

そ

し
て

寡
婦
の

仕
事
と
し

て
､

機
織
り
の

準
備
作
業
で

あ

る

糸
巻
き
の

仕
事
が

大

き

な

役
割
を

果
た

し
て

お

り
､

住

民
の

職
業
構
成

か

ら

み

る
と
フ

ァ

-

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

(

6
)

は

巨

大

な

｢

機
織
り

工

場
｣

の

様
相
を

呈

し

て

い

た
｡

一

住
居
に

一

家
族
と
い

う

原
則
や

部
屋
ご

と
の

機
能
分
担
が

既
に

確
立

し

た

市
民
層

の

住
居
と

異
な
り

､

フ

ァ

ミ

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

で

は
一

家
族
が

一

部
屋
を

台
所

､

寝
床

､

作
業
場

と

し
て

利
用
し
て

い

た
｡

こ

の

よ

う
な

住
居
の

あ

り

方
は
フ

ァ

ミ

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

に

と

ど

ま
ら

ず
､

当
時
の

ベ

ル

リ

ソ

の

下

層
に

ひ

ろ

く

見

ら

れ

た

習
慣
で

あ

る
｡

こ

う

し

た

労
働
者
の

住
環
境
の

象
徴
的
存
在
が

､

｢

ベ

ッ

ド

借

り

人
｣

と

い

え

る
｡

こ

れ

は
一

九

世
紀
を

通

じ

て

ド

イ

ツ

の

都
市
で

根
強
く

見
ら

れ

た

習
慣
で

あ

り
､

労
働
者

の

家
族

が

生

活
し

て

い

る
､

そ

の

部

星
の

片
隅
に
べ

ッ

ド

だ

け

を

借
り
る

人
々

の

こ

と

(

7
)

を
い

う
｡

フ

ァ

ミ

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

で

は
こ

の

習
慣
は

一

入

二

八

年
に

は

禁
止

さ

れ
て

(

r
J
)

)

い

る

が
､

一

般
的
に

労
働
者
の

住
居
に

は

複
数
の

家
族
や

個
人

が

ひ

し

め

き

あ
っ

て

生

活
す
る
こ

と

に

な
る

｡

そ

う

し

た

状
況
に

対
し

て

市
民
は

､

衛

生
､

風

紀
､

防
犯
の

点

(

9
)

で

大
き

な

危
険
を

感
じ

て

い

た
｡

フ

ァ

-

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ
-

は
､

建
設
途

中
か

ら
ベ

ル

リ

ソ

市

当
局
と

警
視
庁
に

よ

り

(

10
)

問
題
視
さ

れ

る
｡

市
当
局
に

と
っ

て

は

こ

の

建
物
の

住

民
へ

の

救
貧
負
担
の

増
大
も

重

二

要
だ
が

､

市
当
局
と

警
視
庁
の

両

者
に

共
通
し
て

い

た
の

は

大
人
数
が

一

カ

所
に

集
ま
っ

て

住
む
こ

と
に

よ
っ

て

生
じ

る

衛
生

面
や

防
犯

･

防
災
上
の

問
題
と
い

え

る
｡

し
か

し
､

こ

う
し

た

関
心

は
一

入

三

〇

年
代
ま
で

は

市
当
局
や

警
視
庁
以

外
の

一

般

市
民
ま
で

に

は

ほ

と

ん

ど
ひ

ろ

が

ら

な
い

｡

1

八

四

〇

年
代
に

な

る

と
､

ベ

ル

リ

ソ

市
全
体
の

住

宅
事
情
の

悪
化
が

広

範
な

市
民

層
に

意
識
さ
れ

る

よ

う

に

な

る
｡

こ

の

背
景
と
し

て

は
､

ま
ず

､

当

時
の

ベ

ル

リ

ソ

で

新
聞
や

雑
誌
が

こ

の

頃

か

ら

影
響
力

を

高
め

､

ま

た

サ
ロ

ソ

や

カ

フ

ェ

を

介
し

た

情
報

の

交
換
も

活
発
で

あ
り

､

市
民
の

問
で

様
々

な
問

題
を

議
論
す
る

環
竜
が

整
い

つ

つ

あ
っ

た
こ

と

が

あ

げ
ら

れ

る
｡

次
に

､

一

入

四

二

年
､

フ

ァ

ミ

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

の

す
ぐ

近

く

に
､

ド

イ

ツ

で

も

整

備
さ

れ
は

じ

め

た

鉄
道
の

終
着
駅
の

一

つ

が

も

う

け
ら

れ

た
こ

と

も
重
要
で

あ
る

｡

こ

の

鉄

道
を

利
用

す

る
に

は
フ

ァ

-

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

の

脇
を

通

ら

な

け
れ

ば

な
ら

ず
､

そ

れ

ま
で

こ

の

地

域
に

足

を

踏
み
入

れ

る
こ

と

な
ど

な

か
っ

た

人
々

も
こ

の

建
物
を

目
の

当

た

り
に

す

る
こ

と
に

な
っ

た
｡

1

八

四

〇

年
代
の
ベ

ル

リ
ソ

市
民
は
二

〇
年
代
の

市
当
局
や

警
視
庁
と

同

様
､

フ

7

-

-
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

の

衛
生

面

や

防
犯

面
の

問

題
を

強
く

認
識
し

､

｢

伝
染
病
の

家
｣

や

｢

犯

罪
者
の

巣
｣

と

い

っ

た

イ
メ

-

ジ

を
い

だ

く
｡

こ

の

建
物
が

悪
住

環
境
の

象
故

に

祭
り
上

げ

ら

れ
る

の

で

あ

る
｡

こ

う

し

た

イ

メ

-

ジ

の

背
景
と

し

て

は
､

建
物
自

体

の

巨
大
さ

や

悲
惨
な
状

況
の

ほ

か
､

市
民
層
と

住

民
の

生

活
様
式
が

大

き

く

異
な
っ

て

℡

廻
占

い

た
こ

と

も

重

要

と
思

わ
れ

る
｡

こ

う
し

た

認

識
か

ら
一

入

四

七

年
に

ド

イ

ツ

最
初
の

住

宅

改
革
の

試
み

と

し
て
ベ

ル

リ

ソ

共
同

建
築
組
合
の

誕
生

を

見
る

｡

プ

ロ

イ

セ

ソ

王

室
を
は

じ

め
､

官
僚

､

商
人

､

手

工

業
の

親
方
な
ど

が

参
加

し

た
こ

の

組

織
で

は
､

市

民
層
の

最
下

層
に

市
民

的
な

住

居
を

あ
た

え
､

彼
ら
が

悲
惨
な

住
環
境
へ

転
落
す

る
こ

と
の

防
止

が

意
図

さ

れ

る
.

そ

う

し

た

建
物
の

た
め

の

建
築
資
本
は

株
券
の

発
行
で

調

達
さ

れ
る

が
､

家
賃
は

年
額
で

そ

の

建
築
資
本
の

六

%
と

さ

れ
る

｡

う
ち

株
主
へ

の

配

当
金
は

四

%
分
に

制
限
さ
れ

､

残
り
の

二

%
分
で

株
を

買
い

戻
し

､

三

〇

年
後
に

賃
借

人
協
同

組
合
に

組
織
さ

れ
た

住

民
が

建
物
を

共

同
で

所
有
す

る
こ

と
が

目

指
さ

れ
て

い

た
｡

四

九

年
か

ら

建
築
を

開
始

し

五

二

年
ま
で

に
一

四

六

世

帯
七

一

四

人
に

住
居
を

提
供
し
た

｡

入

居
し

た

世
帯
主

の

職
業
を

み
る

と
､

手
工

業
の

親
方
や

職
人

､

労
働
者

､

そ

し
て

下

級
官
吏
が

中
心
で

､

住
民
は

組
合
が

意
図
し

た

社
会
階
層
の

人
々

で

あ
っ

た

と
い

え

る
｡

配

当
金
を

低

-

設
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定

し

た

た
め

株
の

購
入

者
を

確
保
で

き

な
か

っ

た

な
ど

の

理

由
で

そ

の

後
新
規
の

建
築

は

ほ

と
ん

ど

お
こ

な

わ

れ

ず
､

賃
借
人
協
同

組
合
の

結
成
は

実
質
的
に

中
止

さ

れ
､

六

(

1 2
)

○

年
頃

に

は

既
存
の

住
宅
の

管
理

組
織
と

し
て

の

性
格
を

強
め

る
｡

と

は
い

え
､

住
宅
問

題
に

関
す
る

議
論
は

､

ベ

ル

-

ソ

共
同

建
築
組
合
と

は

別
の

場

所
で

継
続
し

て

い

く
｡

一

八

六

〇

年
代
に

な

る
と

､

社
会
問

題
を

あ
つ

か

う

団

体
と

し

て

は

当
時
の

ド

イ

ツ

で

最
大
の

労

働
諸
階
級
福
祉
中
央
協
会

(

一

入

四

四

年
設

立
)

と
､

自

由

主

義
経
済
の

信

奉
者
の

団
体
で

あ

る
ド

イ

ツ

経
済
人
会
議
(

一

入

五

入

年

設
立

)

を

舞
台

に

住
宅
問
題
に

関
す
る

議
論
が

繰
り

広
げ

ら
れ

る
｡

そ

の

際
に

提

出

さ
れ

た

意

見

書
を

見
る

と
､

住
宅
問

題
に

関
心

を

も
つ

老
の

間
に

､

市
民
層
と

労
働

者
が

同

じ

建

物
や

地

区
に

住
ん

で
､

前
者
が

後
者
に

よ
い

影
響
を

あ

た

え

る

と

い

う
発

想
(

以

下

(

13
)

｢

混

合
居
住
｣

)

が

定
着
し
て

い

た

様
が

う
か

が

え

る
｡

こ

の

｢

混

合
居
住
｣

と

は
､

市
民
が

労

働
者
に

対
し

て

日

常
的

に

手
本

を

示
し

て
､

労

働
者
の

生

活
を

改
善
し
て

い

こ

う

と
い

う

発
想
と

い

え
､

市
民
の

生
活
様
式
を

身
に

つ

け

た

者
を

増
大

さ

せ

よ

う

と
い

う

点
で

ベ

ル

リ

ソ

共

同

建
築
組
合
の

発
想
の

延
長
線

上

に

あ

る
｡

｢

混

合
居
住
｣

は
一

八

世
紀
後
半
の

ロ

ン

ド

ン

や
一

九

世

紀
前

半
の

パ

リ

に

も

み

ら
れ

た

も

の

で

あ

り
､

人
口

増
加
が

あ
る

段
階
に

達
し

た
ヨ

-

ロ

ッ

パ

の

大
都

(

;
I

市
で

広

く

説
得
力
を

も

ち

え

た

発
想
と
い

え

る
｡

ベ

ル

リ
ソ

の

状
況
を

も

と
に

そ

の

背

景
を

説

明
し

て

お
こ

う
｡

ベ

ル

リ

ソ

で

は
一

入

六

〇
年
前
後
ま
で

建
物
が

建
っ

て

い

る

領
域
は

未
だ

四

キ
ロ

四

方
の

範
囲
に

収
ま
っ

て

い

た
｡

端
か

ら

端
ま
で

一

時
間
で

歩
け

る

都
市

空
間
の

な

か

に
､

既
に

の

べ

た

よ

う
に

様
々

な

社
会
層
が

滞
然

一

体
と

し

て

住

ん

で

い

た

と

い

う

状
況
が

､

市
民

層
と

労
働
者
が

一

緒

に

住
む
こ

と
を

よ
し

と

す
る

発

(

15
)

想

に

説

得
力
を

も
た

せ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

以

上
､

六

〇

年
代
ま
で

の

議
論
を

見
る

と
､

市
民
的

生
活
様
式
を
享
受
す
る

社
会
層

を

住
居
を
介

し

て

拡
大

す
る

こ

と

が

意
図
さ

れ
､

都
市

社
会
の

な
か

で

住
宅
改
革
を

お

こ

な

う

発
想
は

住
宅
改
革
者
の

認
識
に

は

な
い

｡

そ

う

し

た

議
論
の

枠
組
み

の

な

か

で

｢

混

合
居
住
｣

が

大

き

な

説

得
力
を

も
つ

よ

う

に

な
る

｡

ま

た
､

公
権
力
に

住
宅
改
革

の

役
割
を

想
定
し

て

い

な
か

っ

た
こ

と
は

強
調
し

て

よ
い

｡
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二

ド
イ
ツ
統

l

前
後

六

〇

年
代
か

ら
ベ

ル

リ

ソ

の

住

宅
を

め

ぐ

る

状
況
も

変
化
を

見
せ

る
｡

ま

ず

言

及

す
べ

き

は
一

八

六

二

年
に

発

令
さ

れ

た

｢

ホ

-

ブ

レ

ヒ

ト

案
｣

H
o
b
r
e

c

h
t

p
)

a

n

で

あ
ろ

う
.

こ

れ
は

､

制
作
者
の

名
前
を

と
っ

て

こ

の

よ

う
に

呼
ば

れ

て

い

る

も

の

だ
が

､

ベ

ル

リ

ソ

の

都
市

空
間
が

飽
和
状
態
に

達
し
た

時
点
で

､

周

辺
の

禾

建
築
地

域
の

道
路
網
の

確
定

を

目

指
し

た

も
の

と

い

え

る
｡

こ

の

後
､

こ

の

｢

ホ

-

プ

レ

ヒ

ト

案
｣

で

対
象
と

な
っ

た

地

域
を

中
心
に
べ

ル

リ

ソ

で

賃
貸
兵

舎

M
i

e
t

s

k
a
s

e
r

n
e

と

呼
ば

れ

る
､

無

骨
で

強
大

な

建
築
様
式
が

は

び

こ

っ

た
こ

と

か

ら
､

こ

の

案
は
ベ

ル

リ

ソ

が

｢

世
界
最
大
の

賃
貸
兵
舎
都
市
｣

と

な
っ

た

元

凶
の

一

つ

と

さ

れ
て

い

る
｡

こ

の

評
価
の

当
否
に

つ

い

て

こ

こ

で

判
断
を

下

す
の

は

さ

し

ひ

か

え

る
が

､

｢

ホ

-

プ

レ

ヒ

ト

案
｣

が
ベ

ル

リ

ソ

の

都
市
空
間
拡
大
の

象
徴
で

あ
っ

た

こ

と

は

強
調
し

て

よ
い

だ

(

16
)

ろ

う
〇

一

入

七
l

年
の

ド

イ

ツ

統
一

を

き
っ

か

け
に
べ

ル

i

ソ

の

人

口

増
加
は

加

速
し

､

そ

れ

に

伴
い

賃
貸
兵

舎
が

目

立
つ

よ

う

に

な

る
｡

統
一

前
後
の

時
期

だ

け
で

も
､

統

二
別

の

七

〇

年
に

は
七

七

万

人
だ
っ

た

人
口

が
､

統
一

後
の

七
一

年
に

は
八

二

万

人
と

一

年

(

17
)

間
だ

け
で

五

万

人

以
上

増
加
し

､

ベ

ル

リ
ソ

の

住

宅
事
情
は
バ

ラ

ッ

ク

住

ま
い

の

暑
が

(

18
)

で

る

な

ど

極
端
に

悪
化
す
る

｡

そ

れ

と

ほ

ぼ

時
を

同

じ

く
し

て
､

エ

ソ

ゲ

ル

ス

に

よ

る

｢

住
宅
問

題
｣

が
一

入

七
二

年
か

ら

七
三

年
に

か

け

て

『

フ

ォ

ル

ク

ス

シ

ュ

タ

-

ト
』

(

19
)

誌
に

連
載
さ

れ
る

な

ど
､

ベ

ル

リ
ソ

に

限
ら

ず
住

宅
問

題
を
め

ぐ

る

新
し
い

動
き
が

出

(

20
)

て

く

る
｡

こ

こ

で

は
ベ

ル

リ

ソ

を

舞
台

に
し

た

試
み

に

焦
点
を

あ

て

た

い
｡

こ

の

時
期
の

新
た

な

住
宅
改
革
構
想
と
し

て

は
ユ

リ

ウ

ス

･

フ

7

ウ

ヒ

ヤ

-

(

一

入

(

2 1
)

二

〇
-

一

八

七
八

年
)

の

も
の

が

注

目

に

値
し

よ

う
｡

ベ

ル

リ

ソ

出

身
の

彼
は

自

由

主

義

経
済
を

信
奉
し

､

一

八

五

六

年
か

ら
六

一

年
ま

で

自
由
主

義
経

済
の

牙

城
た

る
ロ

ン

ド

ソ

に

滞
在
し

た
｡

帰
国

後
､

ド

イ

ツ

に

お

け
る

自
由

主

義

経

済
論
の

中
心

人

物
の

一

人

と

な

り
､

ま
た

プ
ロ

イ
セ

ソ

国
民
議
会
議
員
と

し

て

も

活
動
し

て

い

る
｡

彼
が

帰
国

後
の

六

五

年
と
六

六

年
に

公

表
し

た

論
文
を

見
て

い

こ

う
｡

彼
の

理

想
は

､

六

年
間
暮
ら

し

て

い

た
ロ

ン

ド

ソ

の

状
況
と

い

え

る
｡

ロ

ン

ド

ソ

で

は

住
民

は

原
則
と

し

て
一

つ

の

家
族
だ

け
の

､

せ

い

ぜ
い

三

階
建
て

ま
で

の

家
に

住

ん

三
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で

い

た
｡

郊
外
に

は

居
住
地
が
ロ

ソ

ド

ン

を

取
り

巻
く

形
で

形
成
さ

れ
て

お
り

､

そ

こ

に

は

六

戸

か

ら
二

四

戸

が

並
ん

だ

形
の

庭
付
き

一

戸

建
て

住
居
が

建
設
さ

れ

て

い

る
｡

こ

う

し

た

住

宅
は

､

ま

ず
｢

よ

き

社
会
｣

の

人
々

の

住
宅
と

し
て

用
い

ら

れ
､

家
賃
や

購
入

価
格
が

そ

れ

相
応
に

低

下
し

て

か

ら

は

｢

望
み
の

あ

る

人
々
｣

の

住
居
と

な

り
､

そ

し

て

最
後
に

は

労

働
者
が

入

居
す
る
よ

う

に

な

る
｡

ロ

ソ

ド

ン

で

も
悲
惨
な

住
居
の

地

域
は

存
在
し

､

住

民
が

下
へ

沈
む

危
険
性

が

あ

る
の

で

彼
ら
の

没
落
を

防
ぐ

必

要
が

あ

る
｡

他
方

､

ベ

ル

リ

ソ

を

は
じ

め
､

パ

リ
､

ウ

ィ

-

ソ
､

ペ

テ
ル

ス

ブ

ル

ク

な

ど

に

は

建
物
が

兵
舎
の

ご

と

く

建
て

ら

れ
て

い

る

地

域
が

あ

る
｡

彼
は

､

こ

う
し

た

住
居
を

ロ

ソ

ド

ソ

の

住
居
と

対

比

し
､

家
主

と

店
子

の

関
係

､

住

居
に

よ

る

感
化

､

隣
人
と
の

関
係

､

子

供
の

教
育

､

そ

し
て

奉
公

人
の

管
理
の

点
で

ロ

ン

ド

ン

の

住
居
の

ほ

う

が

良

好
と

主

張
し

て

い

る
｡

住
居
に

よ

る

感
化
に

つ

い

て

い

う
と

､

｢

混

合
居
住
｣

は

棟
能

し

な

い

と

当
時
の

ド

イ

ツ

の

住
宅
改
革
者
の

基
本

的
発
想
を

批

判
し

て

い

る
｡

最
後
に

ベ

ル

リ

ソ

の

住

宅
事
情
が

悪
化
し

て

い

る

な

か
､

病
的

状
況

が

お
よ

ん

で

い

な
い

周

辺

部

か

ら

戦
い

を
は

じ

め

る
べ

き
と

主

張
す
る

｡

ロ

ン

ド

ン

で

の

見
聞

を
ふ

ま
え

て

住
宅
問

題
の

解
決
を

都
市
の

外
に

求
め

る

発
想
を

積
極
的

に

提

唱
し

た
こ

と
が

､

彼
の

構
想
の

意
義
と

い

え

る
｡

次
に

､

一

入

六

二

年
設
立
の

ベ

ル

リ

ソ

市
統
計

局
の

一

員
エ

ル

ン

ス

ト
･

ブ

ル

ッ

フ

(

2 2
)

の

住
宅
改
革
構
想
を

と

り

あ

げ
よ

う
｡

七
二

年
に

公

表
さ

れ

た

彼
の

論
文
の

議
論
の

一

つ

の

軸
は

｢

ホ

-

ブ

レ

ヒ

ト

案
｣

批

判
で

あ

り
､

住
宅
問

題
の

原
因

を

考
察
す
る

際
､

こ

の

案
が

策
定
さ

れ

た

地

域
で

土

地

価
格
が

高
く

評
価
さ

れ
､

そ

れ
が

住
宅
難
に

つ

な

が
っ

た

と

指
摘
し

て

い

る
｡

と
は

い

え
､

こ

の

論
文
に

お
い

て

よ

り

念
頭
に

お

か

れ
て

い

る
の

は
フ

ァ

ウ

ヒ

ャ

-

の

自
由

経
済
的

解
決
へ

の

批

判
で

あ

る
｡

ま

ず
､

賃
貸
兵
舎

か

郊
外
の

一

戸

建
て

か

と
い

う

問

題
に

は
､

フ

ァ

ウ

ヒ

ヤ

-

の

よ

う
に

後
者
を

賞
賛
す

る

こ

と

を

せ

ず
､

両

者
の

中
間
に

真
実
が

あ
る

と

す
る

｡

フ

ァ

ウ

ヒ

ヤ

-

と

異
な

り
､

｢

混
合
居
住
｣

こ

そ

が

望
ま
し

い

と

し
､

ま

た

郊

外
住

宅
の

建
設
に

よ

る

住
宅
供
給
の

増
加
で

は

な

く
､

人
口

減
少
手
段

を

講
ず
る
べ

き
と

考
え
て

い

る
｡

フ

≠
ウ

ヒ

ヤ

-

が

自
由
競
争
の

国
と

信

じ
て

い

る
イ

ソ

グ

ラ

ソ

ド

で

も
､

警
官
や

郵
便
配

達
の

た

め
の

官

舎
や

数
多
く
の

建
築
警
察
立

法
が

存
在
し

て

い

る

こ

と

を

強
調

し
､

住
宅
問
題
解
決
の

た

め

に

信

用
や

税
制
の

改
革

､

建
築
警
察
に

よ

る

規
制

､

交
通

網
の

整
備
な

ど

様
々

な

改
革
を

求
め

､

帝
国
議
会
に

住
宅
改
革
立

法
を

提

案
す

る

必

要
性
が

強
調
さ

れ

る
｡

最

四

終
的
に

､

住

宅
問
題
の

解
決
に

必

要
な
の

は
､

労
働
者
の

自
助

､

国
家

､

そ

し

て

人
道

主

義
的

な

結
社
の

活
動
で

あ

る

こ

と
が

主

張
さ

れ
て

い

る
｡

ブ

ル

ッ

フ

の

議
論
が

フ

ァ

ウ

ヒ

ヤ

-

批
判
を

根
底
と

し

て

い

る

た
め

､

以
上
の

整
理

か

ら
は

両

者
の

違
い

が

浮
き

彫

り

に

さ

れ
る

が
､

こ

こ

で

は

以

前
の

議
論
を

ふ

ま

え
て

二

つ

の

改
革
構
想
の

特
徴
を

確
認
し

た
い

｡

ま

ず
､

世

紀
中
葉
の

議
論
で

は

住

宅

だ

け

が

念
頭
に

お
か

れ
て

改
革
案
が

構
想
さ
れ

て

い

た
の

が
､

両
者
の

議
論
で

は

都
市

を
一

つ

の

ま
と

ま
り

と

し
て

あ
つ

か

う

視
点
が

前
面
に

出
て

く

る
よ

う
に

な
っ

て

い

る
o

フ

ァ

ウ

ヒ

ャ

-

に

あ
っ

て

は
､

都
市

社
会
内
で

同

じ

建
物
を

様
々

な

階
層
が

住
み

替
え

て

い

く
こ

と
で

､

ブ

ル

ッ

フ

に

あ
っ

て

は

都
市
単

位
の

人
口

減
少
手

段

や

立

法
の

整
備

を

考

慮
す
る

こ

と
で

都
市

社
会
の

一

体
性
が

保
証
さ

れ
て

い

る
｡

次
に

､

以
上

の

整
理
で

は

ふ

れ
て

い

な
い

が
､

両

者
と

も
､

一

八

六
一

年
か

ら
ベ

ル

-

ソ

で

も
と

ら

れ

る

よ

う
に

(

23
)

な
っ

た

住
宅
統
計
な
ど

の

デ

-

タ

を

用
い

て
､

住

宅

事
情
の

悪
化
が

語
ら

れ
て

い

る
｡

住
宅
事
情
の

悪
化
へ

の

漠
然
と

し

た

不

安
か

ら

そ

の

衛
生

や

道
徳
の

問

題
を

強
調
し

た

き
ら
い

の

あ
る

世
紀
中
葉
の

論
者
と
は

一

線
を
画

し
て

い

る
｡

最
後
に

､

フ

ァ

ウ

ヒ

ヤ

-

に

あ
っ

て

は

｢

混
合

居
住
｣

は

批

判
の

対
象
と

な

り
､

都
市
社
会
の

諸
階
層
の

新
た

な

関
係
が

模

索
さ

れ
､

ブ

ル

ッ

フ

で

は

｢

混
合
居
住
｣

は

維
持
さ

れ

て

い

る
｡

た

だ

し
､

両

者
と

も
労

働
者
の

住
環
境
を

市
民
の

そ

れ

に

近
づ

け

よ

う

と

し
た

点
で

共

通
の

土
台

に

た
っ

て

い

る
｡

構
想
面
に

と

ど

ま
ら

ず
現
実
の

面
で

も
､

-

ヒ

タ

-

フ

ェ

ル

デ

な
ど

の
､

ベ

ル

リ

ソ

の

南

西

部
郊
外
に

一

戸

建
て

用

の

居

住
地
が

つ

く
ら

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

の

が

こ

の

時

(

2
)

(

2
)

期
と
い

え

る
｡

こ

れ
に

は
フ

ァ

ウ
ヒ

ヤ

-

の

改
革
構
想
の

影

響
が

指
摘
さ

れ
て

い

る
｡

こ

う
し

た

動

き

は
､

ベ

ル

リ

ソ

市
内
の

住
宅
事
情
の

悪
化

と

鉄
道
な
ど

の

交
通

網
の

発

展
を

背
景
に

し

た
､

市
内
か

ら

の

中
間
層
の

脱
出
の

動
き

と

み

な

す
こ

と

が

で

き

る
｡

帝
政
期
に

発
展

す
る

郊
外
の

住
宅
地
に

つ

い

て

は

次
章
で

ま
た

ふ

れ

る
こ

と
に

し

た

い
｡

ド

イ

ツ

統
一

前
後
に

構
想
の

面
で

も
現
実
の

面
で

も

従
来
と

は

異
な
っ

た

次
元
の

動

き
が

生
じ

た

と
い

え

る
｡

と

は

い

え
､

以
上
の

動
き

は

未
だ

萌
芽
的
段

階
に

あ

り
､

そ

う

し
た

発
想
や

試
み
が

広

範
な

人
々

の

関
心

を

引
き

､

住
宅
改
革
の

方
向
性

と

し
て

定

着
す

る
よ

う

に

な

る

の

は
､

一

八

八

五

年
の

社
会
政

策
学
会
の

住
宅
事
情
調

査
に

よ

り

ド

イ

ツ

の

都
市
の

住

宅
事
情
に

何
ら

改
善
が

見
ら
れ

な
い

こ

と

が

明
ら

か

に

な
っ

て

か

(

26
)

ら
で

あ
る

｡



一
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で

は
､

章
を

改
め

て

世
紀
転
換
期
以

降
の

事
情
を

見
て

い

こ

う
｡

三

世
紀
転
換
期
か
ら
第

一

次
世
界
大
戦

こ

の

時
期
の

住
宅
改
革
運
動
は

従
来
よ

り

も

多
様
な

展
開
を

み

せ

る
｡

そ

う

し

た

運

動
の

諸
要
素
の

う

ち
､

従
来
の

研
究
は

後
の

｢

社
会
的

住

宅
建
設
｣

に

つ

な
が

る

要
素

を

強
調
し

て

き

た

き
ら

い

が

あ

る
｡

と

り

わ

け
､

自
治
体
の

住
宅

政

策
､

お
よ

び

帝
国

(

27
)

や

邦
レ

ベ

ル

の

立

法
を

求
め

る

運
動

な

ど

に

焦
点
が

あ

て

ら

れ
て

き

た
｡

こ

こ

で

は

｢

は

じ

め

に
｣

で

の

べ

た

問

題
関
心
か

ら
､

世
紀
中
葉
か

ら

の

住

宅
改
革
構
想
の

変
遷

を

念
頭
に

お
い

て

こ

の

時
期
の

運
動
の

諸
要
素
を

位
置
づ

け
る

こ

と

に

し

た
い

｡

筆
者

は
､

以

前
労

働
諸
階
級
福
祉
中
央
協
会
の

機
関
誌
の

住

宅

関
連
記

事
を

分

析
し

､

世
紀

中
葉
の

｢

混

合

居
住
｣

を

そ

の

象
徴
と

す
る

住
宅
改
革
構
想
が

世

紀
末
に

は

次
の

よ

う

(

28
)

に

変
遷
す
る

と
い

う

見

通
し

を

え

た
｡

そ

れ

を

手

が
か

り
に

し

て

本
章
の

叙
述
を

進
め

る

こ

と

に

し

た
い

｡

そ

の

見
通

し
の

う

ち

世
紀
中
葉
か

ら
の

連
続
面
か

ら
の

べ

る

と
､

都
市
の

住

環
境
の

衛
生
や

道
徳
の

面
で

の

危
険
性

を

認
識
し

､

市
民
的
な

住

居
に

住

む

者
を

増
や

す
こ

と

で

解
決
を

図

る
｡

そ

の

際
そ

の

住
宅
の

所
有
が

理

想
と
さ

れ
､

自
助
に

基
づ

-

建
築
協

同

組
合
が

そ

の

手

段
と

し

て

称
揚
さ

れ
て

い

る
｡

変
化
し

た

点
と

し
て

は
､

第
一

に
､

構
想
の

な

か

で

住
宅
だ

け
で

は

な

く
､

都
市
社
会
と
の

関
係
で

住

宅
が

あ
つ

か

わ

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

い

る
｡

そ

れ

と

関
連
し

て
､

一

戸

建
て

を

集
め

た

居
住
地

を

都
市
の

郊

外
に

も
う

け

る

発
想
も

説
得
力
を

も
つ

よ

う

に

な
っ

た
｡

第
二

に
､

生

活
の

場

を

通

じ

た

訓
育
の

発
想
で

あ

る
｢

混
合
居
住
｣

の

説
得
力
は

失

わ
れ

､

労

働
者
の

住
居
の

団

ら

ん

の

場

と

し

て

の

性

格
が

重

要
視
さ

れ
て

い

る
｡

ま

た
､

そ

う

し

た

住
居

の

美
観
も
意

識
さ

れ

る
｡

以

上
二

点
に

つ

い

て

は
､

都
市
空
間
の

拡
大
や

諸
社
会
層
の

住
み

分
け

な

ど

都
市
化
の

進
展
が

そ

の

背
景
に

あ
る

｡

第
三

に
､

以

前
は
ほ

と
ん

ど

論
じ

ら

れ

な
か
っ

た

帝
国

､

邦
､

自
治
体
に

よ

る

住
宅
へ

の

干

渉
が

求
め

ら

れ

て

い

る
｡

た

だ

し
､

そ

れ

は

建
物
の

構
造
の

規

制
な

ど
の

建
築
警
察
に

よ

る

干

渉
や

､

税
の

免
除
や

建
築
資
金
の

融
資
な

ど

が

議
論
の

中
心
で

あ

り
､

積
極
的
な

住
宅
建
設
や

土

地

政

策
な

ど

は

議
論
の

対
象
と

な
っ

て

い

な
い

｡

以
上

の

整
理

か

ら

は
､

帝
政
期
の

住
宅
改
革
の

手
段
と

し

て

建
築
協
同

組
合

､

郊
外

住
宅

､

そ

し
て

帝
国

､

邦
､

自
治
体
と
い

っ

た

公

権
力
が

想
定

さ

れ
よ

う
｡

構
想
の

な

か

で

想
定
さ

れ
て

い

る

役
割
が

限
定
的

な

公

権
力
か

ら

話
を

進
め

た
い

｡

(

29
)

(

30
)

ま

ず
帝
国
や

邦
の

役
割
か

ら

の

べ

れ

ば
､

官
舎
の

建
設
や

協
同

組
合
制
度
へ

の

支
援

が
一

定
の

役
割
を

果
た

し
た

と

評
価
さ

れ
て

い

る

が
､

帝
政
末

期
ま
で

帝
国
や

邦
単

位

(

3 1
)

の

住
宅
立

法
が

不

在
で

あ
っ

た

こ

と

は

強

調
し

て

お

き

た
い

｡

プ

ロ

イ

セ

ソ

で

も
一

八

七

五

年
の

家
並
み

線
法
が

個
別

都
市
を

越
え

た

建
築
規
制
の

最
初
の

も
の

と

し

て

重

要

(

3 2
)

で

あ
っ

た
が

､

そ

う
し

た

額
の

立

法
は

そ

の

後
し

ば

ら

く
は
プ

ロ

イ

セ

ソ

で

も
公

布
さ

れ

る
こ

と
は

な
か
っ

た
｡

邦
や

帝
国
単

位
の

住

宅
関
連
立

法
の

必

要

性
が

広

く

認

識

さ

れ

る
の

は
､

一

八

八

五

年
の

社
会
政

策
学
会
の

調

査
に

よ
っ

て

住

宅

問

題
が

全
ド

イ

ツ

(

R
)

的

に

見

ら

れ
る

現
象
で

あ
る

こ

と

が

明

ら
か

に

さ

れ
て

か

ら

と
い

え

る
｡

そ

の

後
社
会

政

策
学
会
を

中
心

に

住
宅
に

関
す

る

国

家
立

法

を

求
め

る
動

き

が

見
ら

れ
､

一

入

九
八

年
に

は

帝
国

住
宅
法

協
会
が

設

立

さ

れ

た
｡

と

は
い

え
､

帝
国

や

邦
単

位
の

住
宅
立

法

は
､

帝
国

､

各
邦

､

各

都
市

､

諸
政

党
な

ど
の

利

害
が

錯
綜
し

容

易
に

成

立

を

見
な
い

｡

結
局
プ
ロ

イ

セ

ソ

住
宅

立

法
が

成
立

す
る
の

は

よ

う

や

-
一

九
一

八

年
の

こ

と
で

あ

る
｡

帝
国
議
会
で

も
再
三

住
宅
関
連
法
案
が

提
出
さ

れ

た

が
､

住

宅

関
連
立

法
を

成
立

さ
せ

(

34
)

る
こ

と
の

な
い

ま

ま

帝
国
は

崩
壊
を

迎

え
る

｡

以

上
の

よ

う

な

帝

国
や

邦
レ

ベ

ル

の

住
宅
立

法
の

不

在
と
い

う

状

況
は

､

一

九

世

紀

中
葉
以

来
一

連
の

住

宅

関
連
立

法
を

発

し
､

一

定
の

制
度
的

枠
組
み

が

存
在
し

た

イ

ギ

(

3 5
)

-

ス

や

フ

ラ

ソ

ス

と

大

き
く

異

な
っ

て

い

る
｡

自
治
体
の

住
宅
関
連
政

策
に

話
を

移
そ

う
｡

帝
政

期
ベ

ル

リ

ソ

の

住

宅
市
場
に

つ

い

て

検
討
し
た
ベ

ル

ン

ハ

ル

ト

に

よ

れ

ば
､

帝
政

期
に

お
い

て
一

九
二

〇
年
に

大
ベ

ル

リ

ソ

に

統
合
さ

れ

る

領
域
で

は

そ

う

し

た

試
み

は

限

定

的
で

あ
っ

た
｡

市

議
会
議
員
の

半

分
は

家
屋

所
有
者
で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う

規

定
が

あ
っ

た
た

め
､

市
当
局
が

そ

う

し

た

社
会
集
団
の

利
害
を

強
く

反

映
し
て

い

た

た

め

と

説
明

さ
れ

て

い

る
｡

二

〇

世

紀
に

な

る

と

行
政
の

担
い

手

で

あ

る

市

参
事
会
が

住

宅
問

題
に

よ

う
や

-

関
心

を

示

す

よ

う

に

な
る

｡

と
は

い

え
､

具

体
的
な

試
み

と

し

て

は

統
計
の

整
備

､

建
築
協
同

組
合

な

ど
へ

の

若
干
の

土

地
の

譲
渡
や

売
却
の

ほ

か
､

一

九
一

三

年

の
ベ

ル

リ

ソ

住
宅
局
の

設

立
､

お
よ

び
一

九
一

一

年
以

降
に

見

ら
れ

た

家
屋

所
有
者
の

た
め

の

市
営
貸
し

付
け

機
構
の

設
立

の

動
き
が

主

要
な

も
の

と

し
て

あ

げ

ら

れ

る
の

み

で

あ

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

住

宅
の

立

ち
入

り

調
査
を

お
こ

な

う

住
宅

局
は

戦
争
開
始

と

と

も

に

廃
止

さ

れ
､

五



1 51新潟大学教育人間科学部紀要 第 8 巻 第 1 号

ま
た

貸
付
機
構
も
家
屋

所
有
者
保
護
の

た
め

で

あ

り
､

住
宅
政
策
の

一

環
と

位
置
づ

け

(

36
)

が

た

い

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

う
し

た

状
況

は
ベ

ル

リ

ソ

に

限
ら

れ

な
い

｡

た

と

え

ば
､

市
営
住
宅
建
設

な
ど

の

住
宅
政
策
を

お
こ

な
っ

て

い

た

都
市
は
プ

ロ

イ

セ

ソ

で

も
一

九
一

四

年
に

一

六

に

す
ぎ

(

37
)ず

､

他
に

も
税
金

や

手

数
料
の

優
遇
策
な

ど
の

間
接
的

援
助
も

試
み
ら

れ

て

い

る

が
､

(

3 8
)

い

ず
れ

も
帝
政
期
で

は

効
果
は

限

定
的
と

評
価
さ

れ
て

い

る
｡

こ

う
し

て

帝
政

期
で

は

フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

な

ど
の

傑
出
し

た

例
を
の

ぞ

け
ば

､

住
宅
政

策
に

よ

る

自
治
体
の

住

宅
事
情
へ

の

影
響
力
は

限
定
的
で

あ
っ

た

と
い

え

る
｡

公
権
力
の

関
与
と

い

う
こ

と
で

は
､

建
築
警
察
に

よ

る

規
制
は

､

一

入

九

〇
年
代
以

降
段

階
的
建
築
規
制
が

ド

イ

ツ

各

地
で

相
次
い

で

導
入

さ

れ

新
た

な

展
開
を

見

せ

て

い

る
｡

こ

の

規
制
が

導
入

さ

れ

た
こ

と

に

よ
っ

て
､

都
市
の

周

辺

部

は

二
戸

建
て

な
い

し

は

低
層
の

集
合
住
宅
の

地

域
と

し
て

確
保
さ

れ
､

賃
貸
兵
舎
の

増
大
に

一

定
の

歯
止
め

(

39
)

が
か

か

る
よ

う

に

な

る
｡

ベ

ル

リ

ソ

の

建
築
条
令
の

変
遷
を

具

体
例
と

し

て

こ

う

し
た

(

40
)

動
き

を

概
観
し

て

お
こ

う
｡

ベ

ル

リ
ソ

警
視
庁
が

発
令
し

た
一

八

五

三

年
の

建
築
条
例
と

六

〇

年
の

補
正

条
例
は

賃
貸
兵
舎
の

発
展
を

促
し

た

と

評

価
さ

れ
て

い

る
｡

た

と

え

ば
､

六

〇
年
の

補
正

条
例

で

は
､

中
庭
に

つ

い

て

防
火
用
ポ

ソ

プ

が

旋
回
で

き
る

大
き

さ

と

し
て

五
.

三

四

メ

-

ト
ル

四

方
が

必

要
と

定
め

ら

れ
て

い

る
｡

こ

れ
は

､

庭
は

最
低

限
こ

の

大
き

さ

に

す
れ

ば

よ
い

と

解
釈
さ

れ
､

そ

の

後
ベ

ル

リ

ソ

で

建
て

ら

れ
る

建
物
の

庭
は

極
度
に

狭
い

も

の

に

な
っ

て

い

き
､

敷
地

の

奥
の

方
を

最
大

限
に

活
用

す
る

賃
貸
兵
舎
の

乱
立

を

招
い

た

と

評
価
さ

れ
て

い

る
｡

こ

う

し
た

状
況
に

対
処

す
べ

く

八

七

年
に

新
た

な

建
築
条
例

が

公
布
さ

れ
た

｡

こ

の

条
例
で

は
､

新
た

に

建
物
を
建
て

る

場

合
､

建
物
は

土

地
の

三

分
の

二

ま
で

と

建
坪
率
が

設

定
さ

れ
て

い

る
｡

こ

の

条
例
で

も
賃
貸
兵
舎
が

増
加

す
る

こ

と

を

防
げ
な
か

っ

た

と

い

う

認

識
の

も
と

九
七

年
の

建
築
条
例

が

発
令
さ

れ

た
｡

こ

の

条
例

に
よ
っ

て

ベ

ル

リ

ソ

で

も
､

中
心

部
で

は

周

辺

部
よ

り

も

密
に

建
物
を

建
て

て

よ
い

と
い

う
形
で

段
階
的
建
築
規

制
が

導
入

さ

れ

る
｡

ベ

ル

-

ソ

周

辺

部
の

様
々

な

自

治
体
で

も
独

自
の

建
築
条
例

が

出

さ

れ
､

そ

の

結
果

､

ベ

ル

-

ソ

と

周

辺
に

は

建
築
可

能
な

建
物
に

つ

い

て

六

種
頬
の

地

域
が

誕
生

し
た

｡

以

上
､

帝
国
や

邦
レ

ベ

ル

で

も

自
治
体
レ

ベ

ル

で

も

帝
政
期
は

住
宅
関
連
政
策
の

意

義
は

限
定
的
と
い

え

る
｡

他
方

､

ベ

ル

-

ソ

の

建
築
条

例
は

都
市
化
の

過
程
で

賃
貸
兵

六

舎
の

跳

梁
践
屈
を

招
く

一

因

と

も
な
っ

た

が
､

世

紀
末
に

は

住

宅
事
情
の

悪
化
を

防
ぐ

手

段
と

し

て

期
待
さ

れ
､

そ

の

結
果
と

し

て

段

階
的
建
築
規
制
が

導
入

さ

れ

る
こ

と
に

な

る
｡

た

し

か

に
､

国

家
立

法
を

求
め

る

運
動
に

は

根
強
い

も
の

が

あ
っ

た

が
､

実
際

の

住
宅
政
策
が

限

定
的
な
も
の

で

あ
っ

た

た

め

に

住
宅
問
題
の

解
決
に

公

権
力
の

積
極

的

関
与
を

求
め

る

よ

う

な

発
想
に

は

未
だ

説
得
力
が

な

く
､

公

権
力
の

関
与
と
い

う
こ

と
で

は

建
築
警
察
に

よ

る
建

物
の

規

制
を

求
め

る

よ

う

な

発
想
が

自

然

な
も
の

で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

な
の

で

あ
ろ

う
｡

帝
政
期
ベ

ル

リ

ソ

に

お
い

て

住
宅

問

題
解
決
に

と
っ

て

公

権
力
が

未
だ

期
待
で

き
る

存
在
で

な
い

と

す
れ
ば

､

解
決
手
段
と

し

て

ど
の

よ

う

な

可
能
性
が

残
さ

れ

て

い

た

の

で

あ
ろ

う
か

-

非

営
利
的
住
宅
建
設
と

郊
外
邸
宅
地
に

つ

い

て

ふ

れ
た

い
｡

建
築
協
同

組
合
を

含
む

非
営
利
的
住

宅
建
設

か

ら

み
て

い

こ

う
｡

ド

イ

ツ

全

体
で

は
､

配

当
金

制
限
住
宅
会
社
と

建
築
協
同

組
合
か

ら

な

る
こ

の

部
門

は
一

入

九
〇

年
代
以

降

発
展
を

見
せ

た

と
い

わ

れ
て

い

る
｡

八

九

年
の

廃
疾

･

養
老
年
金

法
に

よ

り

低

利
の

資

本
が

こ

の

部
門
に

流
入

す
る

よ

う
に

な
っ

た
こ

と
､

お
よ
び

同

年
の

立

法
に

よ

り

協
同

(

4 1
)

組
合
の

有
限
責
任
制
度
が

導
入

さ

れ
た

こ

と

が

そ

の

き
っ

か

け

と

み

な
さ

れ

て

い

る
｡

配

当
金
制
限
住
宅
会
社
と
は

､

株
式
会
社
の

形
態
を

と

り
､

株
の

発
行
に

よ
っ

て

資
本

家
や

慈
善
家
の

資
金

を

集
め

､

他
方
株
主
へ

の

配

当
金
に

一

定
の

制
限
を

も

う

け

る

も

の

で

あ

り
､

世
紀
中
葉
に

設
立

さ

れ
た
ベ

ル

-

ソ

共

同

建
築
組

合
も
こ

の

類

型
に

属
し

(

4 2
)

て

い

る
｡

建
築
協
同

組
合
は

､

加
入

す

る

労

働
者
の

自
助
に

基
づ

き
､

加

入

者
が

資
金

を

出

し

合
い

､

住
宅
を

建
設

す
る

形

態
を

と

る
｡

建
築
協
同

組
合
の

な
か

に

は
､

住

宅

の

所
有
だ

け
を

目

的

と

す

る
も
の

や
､

貯
蓄
金

庫
の

役
割
を

合
わ

せ

も
つ

貯
蓄

･

建
築

(

43
)

組
合
が

あ

る
｡

配

当
金

制
限

住
宅
会
社
の

ほ

う

が
､

有
産
者
の

資
金

援
助
が

入
っ

て

-

る

分
､

熟
練
労

働
者
を
タ

-

ゲ
ッ

ト

に

し

た

建
築
協
同

組
合
よ

り

も

低

所
得
層
を

も

対

(

4 4
)

象
に

で

き
た

と

い

わ

れ
て

い

る
｡

ド

イ

ツ

全
体
で

み

る

と
､

非

営
利
的
住
宅
建
設

は
､

一

入

五

〇
年

代
か

ら

九

〇

年
代

ま
で

の

四

〇
年
間
で

一

三
1

〇

九

世

帯
に

住
居
を

提
供
し
た

の

に

対

し
て

､

九

〇

年
代

の
一

〇

年
だ

け
で

一

〇
六

六

六

世
帯
に

住
居
を

提
供
し

た
と

い

う

デ

-

タ

が

あ

る
｡

こ

(

45
)

の

数
字
の

増
加
は

建
築
協
同

組
合
の

拡
大
に

よ

る

も
の

で

あ
る

｡

二

〇

世

紀
に

な
っ

て

か

ら

も

建
築
協
同

組
合

中
心
に

発
展
す
る

｡

一

九
一

四

年
の

事
業
数

､

家
屋

数
､

そ

し

て

住
居
数
を

み
て

も

建
築
協
同

組
合
が

そ

れ
ぞ

れ
一

四

〇
二

､

三

〇

〇

〇

〇
､

一

〇
五
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0

0

0
で

あ

る

の

に

対
し
て

､

そ

の

他
の

部

門
が

一

入

〇
､

一

入

三

〇
〇

､

五

六

九

九

(

46
)

九
で

あ

り
､

建
築
協
同

組
合
の

比

重
が

高
い

の

が

わ
か

る
｡

な

お
､

こ

の

時
期
の

住
宅

ス

ト

ッ

ク

全
体
に

対

す
る

非

営
利
的
住
宅
建
設
が

供
給
し
た

住
宅
の

割
合

は
一

.

二

七

(

4 7
)%

と

推
測

さ

れ

て

お

り
､

量

的

に

は

未
だ

少
数
に

す

ぎ

な
い

こ

と

は

確
認

し
て

お

-

必

要
が

あ

る
｡

一

入

九

〇

年
に
べ

ル

-
ソ

全

体
で

こ

う
し

た

組
織
は

､

世

紀
中
葉
以
来
の

伝
統
を

も

つ

ベ

ル

-

ソ

共

同

建
築
組
合
や

そ

の

姉
妹
団

体
ア

レ

ク

サ

ン

ド

ラ

財
団
な

ど
四

つ

だ

け

で

あ
り

､

九

〇

年
代
は

発
展
も

未
だ

緩
慢
で

あ
っ

た
｡

世
紀
末
に

住
宅
不

足
が

生

じ

る

と
と

も
に

こ

の

分
野
の

活
動
は

建
築
協
同

組
合
を

中
心

に

拡
大
を

見
る

｡

一

九
〇
三

年

ま
で

に

非

営
利
的
住

宅
建
設
が

供
給
し

た

住

居
数
は
二

五

三
l

で

あ
っ

た
｡

一

三

年
に

な

る
と

三

つ

の

配
当

金
制
限

住
宅
会
社
に

よ

る

住
居
は

一

三

五

六

と

な

り
､

一

〇

存
在

し
た

建
築
協
同

組
合
に

よ
る

住
居
数
は
五

五

〇

〇
ま
で

増
大
し

て

い

る
｡

さ
ら

に

官
吏

住
宅
協
会
が

一

四

年
ま
で

に

は

三

三

〇
〇

住

居
を

保
有
す
る

よ

う
に

な
っ

て

お
り

､

第

一

次
世

界
大

戦
開
始

時
点
で

一

万

以

上
の

住

居
を

非

営
利
的

住
宅
建
設
が

提
供
し

て

い

た
こ

と

に

な

る
｡

当

時
の
ベ

ル

リ

ソ

の

住

居
の

総
数
は

ほ

ぼ

六

〇

万
で

あ

り
､

非

営
利

的
住

宅

建
設
の

提
供
す
る

住

居
は

そ

の
一

.

六

七

%
程

度
に

す
ぎ

な

い
｡

こ

れ
は

全

国

の

数
字

一

.

二

七

%
よ

り

若
干

高
め
で

あ
っ

た

が
､

住
宅
ス

ト

ッ

ク

に

占

め

る
こ

の

分

野
の

割

合
が

未
だ

わ

ず
か

で

あ
っ

た

点
で

は
ベ

ル

リ

ソ

も

全

国
の

動
向
と

何
ら

変
わ

り

(

48
)

な
い

｡

非

営
利
的
住

宅
建
設
の

具

体
的

例

と

し
て

い

-
つ

か

の

べ

て

お
こ

う
｡

こ

の

炉
型
の

う
ち
配

当
金

制
限
住
宅

会
社
は

､

八

八

年
に

､

イ

ギ

リ

ス

の

オ

ク

タ

ヴ

ィ

ア

･

ヒ

ル

の

活
動
の

影
響
を

う

け

て

小
住

居
改
善
協
会
が

､

労
働
諸
階
級

福
祉

中
央
協

会
の

メ

ソ

バ

-

に

よ
っ

て

結
成
さ

れ

る
｡

こ

の

協
会
は

既
存
の

建
物
を

購

入
し

そ

れ

に

適
切
な

改
造
を

施
す

と
い

う

方
針
を

と

る
｡

配

当
金

は
六

.

五

%
に

制
限

さ

れ
た

｡

家

賃
の

徴
収
や

生

活
の

管
理
の

た

め

女

性

訪
問

員
が

各
世
帯
を

訪
れ

る
よ

う
に

し

た
の

は
､

オ

ク

タ

ヴ

ィ

ア
･

ヒ

ル

の

影
響
と

い

え

る
｡

実
際
に

建
物
は

八

九

年
に

購
入

さ

れ
た

が
､

採
光
と

換
気
を

確
保
す
る
の

に

十

分
な

改
造
を

施
せ

な
い

こ

と
が

明
ら

か

と

な
る

｡

そ

れ
で

活
動
方
針
の

再

考
を

余
儀
な

く

さ

れ

た
が

､

こ

の

協
会
が

､

建
築
家
メ

ッ

セ

ル

設

計
の

労

働
者
集
合
住
宅
を

建
設

す
る

の

は

よ

う
や

-
一

入

九

九

年
か

ら
一

九

〇
五

年
の

こ

と
で

あ

る
｡

コ

ッ

ホ

ハ

ソ

通
り

と

ヴ
ア

イ

ス

バ

ッ

ハ

通
り
の

角
に

設
け

ら

れ
た

建
物

に

は
三

八

八

世
帯
が

入

居
し

､

中
庭
に

は

保
育
所
と

浴
場
が

も

う

け
ら

れ

て

い

る
｡

オ

ク

タ

ヴ

ィ

ア
･

ヒ

ル

女
性

協
会
が

も

う

け
ら

れ
､

市
民
女
性

に

よ

る

娯
楽
や

各
種
催
し

(

4 9
)

の

提

供
が

は

か

ら

れ

た
｡

帝
政
期
ベ

ル

-

ソ

の

建
築
協
同

組
合
に

関
し
て

は

次
の

三

つ

が

重

要
で

あ

ろ

う
｡

ベ

ル

リ
ソ

最
初
の

建
築
協
同

組
合
は

一

八

八

六

年
設
立

の

ベ

ル

リ

ソ

建
築
協
同

組
合

で

あ
っ

た
｡

八

九

年
に

出
さ

れ

た
一

連
の

法
的
処

置
を

う
け

､

こ

の

組
合
は

順

調
に

発

展
し

た
｡

一

九
〇
九

年
に

な
る

と

所
有
用
の

住
居
は

一

〇
〇

〇

を

越
え

､

他
方
賃
貸
用

も

六
一

六

と
な

る
｡

九
二

年
設

立
の

ベ

ル

リ

ソ

貯
蓄
お
よ

び

建
築
組
合
は

､

入

会
金

や

週

あ

た

り
の

諸
費
用

は

相
対
的

に

低

く

設
定
さ

れ
､

建
築
協
同

組
合
よ

り

も

急
速
に

メ

ソ

バ

-

を

増
大
さ

せ

た
｡

一

九

〇
二

年
に

は

二

五

六

五

人
に

な

り
､

一

八

九

九

年
に

は

組
合
員
の

四

分
の

三

が

労

働
者
で

あ
っ

た

と
い

う

数
字
が

残
っ

て

い

る
｡

こ

の

組
合
に

よ

る

住
宅
数
も

l

九
l

三

年
に

は
一

五

六

〇

に

増
加
し

た
｡

官
吏
を

対

象
に

し
た

の

が

一

九

〇

〇

年
設
立
の

ベ

ル

リ

ソ

官
吏
住
宅
協
会
で

あ

り
､

こ

の

協
会
は

一

九

〇
六

年
に

は
メ

ン

バ

-

が
一

万

人

に

達
す

｡

こ

の

メ

ソ

バ

-

か

ら

集
め

た

資
本
に

加

え

保
険
金

庫

か

ら
の

財
源
な

ど

に

よ

り

前
二

者
よ

り

も
大

規

模
に

建
築
を

お
こ

な
う

こ

と

が
で

き
､

(

50
)

一

四

年
に

は

三

三

〇

〇
世
帯
に

住

居
を

供
給
し
て

い

る
｡

こ

う

し
た

建
築
協
同

組
合
は

､

住

宅
供

給
量

と

し
て

は

未
だ

些

末
な

も
の

で

あ
っ

て

も
､

住
宅
改
革
の

一

手

段
と

し

て

着
実
に

定
着
し
っ

つ

あ

り
､

改
革
の

手
段

と

し

て

重

要
視
さ

れ

る
の

は

当
然
の

こ

と

と
い

え

る
｡

郊
外
住
宅
地

の

発
展
に

話
を

移
そ

う
｡

一

入

六

〇
年
代
ま

で

ベ

ル

-

ン

の

都
市

空
間

は

ほ

ぼ

四

キ

ロ

四

方
の

領
域
に

収
ま
っ

て

い

た
が

､

そ

の

後
周

辺

に

郊
外
住

宅

地
が

形

成

さ

れ
て

い

き
､

ベ

ル

リ
ソ

の

都
市

空
間
は

広
が

る
｡

一

九
二

〇
年
に
べ

ル

リ

ソ

は

周

辺

自
治
体
を

併
合
し

大
ベ

ル

リ

ソ

を

形
成
す

る
｡

旧
ベ

ル

リ

ソ

と

併
合
さ

れ

た

自

治
体

の

人
口

比

を

過
去
に

遡
っ

て

確
認
す
る

と
､

1

八

七

〇
年
に

人
口

の

九

〇
%
が

旧
ベ

ル

-

ソ

の

領
域
に

集
中
し
て

い

た

の

に

対

し
て

､

一

九

〇
〇
年
に

は

そ

れ
が

七

〇

%
と

な

'
中
一

り
､

一

九
一

九

年
に

は

五

〇

%
と

ほ

ぼ

半

分
に

な
っ

て

い

る
｡

郊
外
住
宅

地
の

な

か

で

も
ベ

ル

リ

ソ

の

南
西

部
に

位
置
す
る

リ

ヒ

タ

-

フ

ェ

ル

デ

の

(

52
)

発
展
を
ヴ

オ

ル

フ

ェ

ス

の

研

究
に

よ

り
の

べ

て

お
こ

う
｡

一

入

六

五

年
､

ハ

ン

ブ

ル

ク

郊
外
に

同

様
の

住
宅
地

建
設
を

試
み

た
カ

ル

シ

ュ

テ

ソ

と
い

う

人

物
が

こ

の

地

域
を

購

入

し
､

住
宅
地
と

し

て

開
発
す
る

｡

彼
は

､

こ

の

住
宅
地

に

接
し

て

走
る
ポ

ツ

ダ
ム

鉄

七
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道
と
ア

ソ

ハ

ル

ー

鉄
道
と

交
渉
し

､

鉄
道
の

駅
を

設
置
さ

せ
､

住

民
の

便
宜

を

因
っ

て

い

る
｡

こ

の

地

域
に

1

八

七

三

年
か

ら

七

八

年
に

か

け
て

軍
の

幼
年
学
校
が

建
設
さ

れ

た
｡

七

七

年
に

は
こ

の

住
宅
地

と
､

も

と
か

ら
の

農
村
地

域
が

合
併
し

大
リ

ヒ

タ

-

フ

ェ

ル

デ

と

な

り
､

こ

れ

は
一

九
二

〇
年
に

大
ベ

ル

リ
ソ

に

統
合
さ

れ

る

ま
で

独

立

し

た

自

治
体
と

し
て

機
能
し

て

い

る
｡

人
口

は
､

世
紀
半
ば

の

数
百

人

規

模
の

も
の

か

ら
､

と

-

に

九

〇
年
代
以

降
発
展
を

み

せ
､

一

九
一

〇
年
に

は

四

万

人

を

越
え

て

い

る
｡

住
氏

の

職
業
構
成
を

見
る

と
､

当

初
の

農
業
中
心
の

人
口

か

ら

七

〇

年
代
に

は

市
民
層
が

増

加

し
て

い

る
｡

彼
ら
の

多
-

は
ベ

ル

リ

ソ

市
内
に

も
住
居
を

も

ち
､

リ

ヒ

タ

-

フ

ェ

ル

デ

に

は

夏
だ

け

住
ん

で

い

た

よ

う
で

あ

る
｡

幼
年
学
校
建
設
中
は

手
工

業

者
や

労
働
者

も
住
み

､

ま

た

世
紀
転
換
期

以

降
は

賃
貸
兵
舎
も

誕
生

し
て

い

る
が

､

八

〇
年
代
以

降

は

住
民
の

多
-

は
ベ

ル

-

ソ

に

通
勤
す

る

市
民
層
で

あ
っ

た

と

推
測

さ

れ

て

い

る
｡

こ

う
し

た

リ

ヒ

タ

-

フ

ェ

ル

デ
の

事
例
が

ど
れ

ほ

ど

他
の

居
住
地

に

も
一

般

化
で

き

る
か

は

今
後
の

研
究
を

待
た

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

が
､

仮
説
的
に

次
の

よ

う

な

見

通
し

を
の

べ

て

も

さ

し
つ

か

え

な
い

｡

一

八

九

〇
年
代
か

ら

郊
外
住
宅
地

が
ベ

ル

リ
ソ

周

辺

で

も

着
実
に

発
展
し

､

そ

れ

が

住
宅
改
革
構
想
に

積
極

的
に

取
り

入

れ

ら

れ

る

の

は

何

ら

不

思

議
で

は

な
い

｡

構
想
で

は

労

働
者
が

居
住
す
る
こ

と

も

期
待
さ

れ
て

い

る

わ

け

だ

が
､

実
際
に

は
こ

う
し

た

地

域
に

住
め

る
の

は

市
民

層
で

あ
っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

帝

政
期
に

お
い

て

は

郊
外
居
住

地

は
､

市
民

層
が

都
市
の

過
密
か

ら

逃

避

す
る

場
に

と

ど

ま
っ

た

と
い

え

る
｡

以
上

､

帝
政

期
ベ

ル

リ

ソ

で

は
､

建
築
協
同

組
合
と

郊

外
住
宅
地

は

そ

れ
ぞ

れ

限
界

を

季
み
つ

つ

着
実
に

社
会
に

定
着
し

､

他
方
公

権
力
の

関
与
と

い

う
こ

と
で

は

建
築
規

制
に

よ

る

建
物
の

構
造
の

規

制
に

と

ど

ま
り

､

積
極
的

な

住
宅
政
策
と
い

う
に

は

ほ

ど

遠
い

状
態
に

あ
っ

た
.

そ

う

し

た

状
況
が

変
わ
る

に

は

第
一

次
世
界
大

戦
に

よ

る

変
動

を

待
た

な

け

れ
ば

な
ら

な
か

っ

た
｡

お
ぁ
り
に

-
ヴ
ァ

イ
マ

ル

期
へ

の

展
望

本
稿
は

一

九

世

紀
の

住
宅
改
革
運
動
の

再
検
討
に

焦
点
を

あ

わ

せ

て

お
り

､

第
一

次

世
界
大

戦
を

き
っ

か

け

と

す
る

｢

社
会
的
住
宅
建
設
｣

の

成

立

過
程
や
そ

の

ヴ

ァ

イ
マ

(

53
)

ル

期
に

お

け

る

展
開
に
つ

い

て

本
格
的
に

議
論
を

展
開
す
る

用
意
は

今
の

と
こ

ろ

な
い

｡

八

本
稿
の

検
討
を
ふ

ま
え

て

最
後
に

｢

社
会
的
住
宅
建
設
｣

の

基
盤
の

確
立

し

た
ヴ

ァ

イ

マ

ル

期
へ

の

展
望
を

の

べ

て

お
こ

う
｡

ベ

ル

リ
ソ

は
一

九
二

〇
年
に

周

辺
の

自
治
体
を

併
合
し
て

大
ベ

ル

リ

ソ

を

形
成

す
る

｡

戦
後
の

住
宅
不

足
を

背
景
に

､

市
当
局
が

市

営
住
宅
の

建
設

に

乗
り

出

す
が

､

そ

れ
は

(

5
)

短

期
的

な

試
み
に

お

わ

り
､

別

に

会
社
組
織
が

作
ら

れ

そ

の

事
業
を

引
き

継
ぐ

｡

一

九

二

四

年
に

は

他
の

都
市
同

様
家
賃
税
が

導
入

さ

れ
､

そ

れ

は

住

宅
建
設
の

助
成
に

利
用

さ

れ

る
｡

そ

れ

を

利
用

し
て

三

〇
年
ま
で

に
一

三

万
三

千
住

居
が

創
設

さ

れ

た
｡

当
時

毎
年
八

万

人

前
後
増
加

し
て

い

た

流
入

人
口

に

は

対
応
で

き

ず
､

ま

た

そ

う

し
た

住
居

に

入

居
で

き

た

の

は

中

間
層
ま
で

に

限

定
さ

れ
て

い

た
こ

と

な
ど

限
界
は

指
摘
さ

れ

て

い

る
が

､

戦
前
の

市
当

局
の

住

宅
政
策
に

対

す
る

消
極
性

と

比

較
す
る

と

大

き

な

変
化

(

5 5
)

と
い

え

る
｡

公

権
力
の

関
与
と

い

う

こ

と
で

は
､

一

九
二

五

年
に

発
令
さ

れ
た

建
築
条

例
は

､

段

階
的

建
築
規

制
を
さ

ら
に

発
展

さ
せ

る

と

と

も
に

､

敷
地
の

奥
に

建
て

ら

れ

る

裏
屋

の

建
築
を

実
質
的
に

禁
止

す
る

｡

こ

の

規
定
に

よ

り

賃
貸
兵
舎
の

増
加
に

終
止

(

56
)

符
が

打
た

れ

た
と

い

え

る
｡

家
賃
税
に

よ
る

建
築
助
成
の

お
か

げ

で

非

営
利
的
住
宅
建
設

は
こ

の

時
期
に

発
展

を

み
せ

､

ベ

ル

リ

ソ

最
大
の

住

宅
供
給
部

門
に

な
る

｡

一

九
二

〇

年
代
後
半
に

年
に

二

万

(

5 7
)

住

居
以

上
が

ベ

ル

リ

ソ

の

住

宅
市
場

に

新
た

に

供
給
さ

れ
た

が
､

そ

の

う
ち

一

万

か

ら

(

58
)

一

万
五

千
が

こ

の

分
野

に

よ

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

一

九
二

〇

年
代
の

住

宅
事
情
を

象
徴
す

る

の

は
､

以

上
の

動

き

を

背

景
に

で

て

き

た

郊

外
の

住
宅
地

､

ジ

-

ド
ル

ソ

ク

で

あ

ろ

う
｡

ブ

ル

-

ノ
･

タ

ウ

ト

が

設

計
し

､

一

九

二

五

年
か

ら
三

一

年
に

か

け
て

建
設

さ

れ
た

馬
蹄
形
ジ

-

ド

ル

ソ

ク

が

有
名
で

あ

る
｡

(

59
)

こ

の

よ

う

な

住
宅
が

郊

外
に

多
数
成

立

し
て

い

る
｡

こ

う
し

た

動
き
が

郊
外
に

住

宅

問

題
の

解
決
を

求
め

る

帝
政
期
以

来
の

発
想
の

系
譜
に

属
す
る

の

は

明
ら

か

で

あ

る
｡

と

は

い

え
､

広

範
な

社
会
層
を

念
頭
に

お
い

た

集
合
住

宅
に

よ

る
ジ

-

ド

ル

ソ

ク

は
､

中

間
層
の

た
め

の
l

戸

建
て

が

建
て

ら

れ

た

帝
政
期
の

郊
外
住

宅
地

と
は

T

線
を

画

し
て

い

る
｡

住
宅
改
革
の

手

段
と

し

て

の

郊
外
住

宅
地
が

よ

う
や

く

労

働
者
の

手
に

届

-
よ

う

に

な

り
は

じ

め

た
と

い

う
こ

と

な
の

で

あ

ろ

う
｡

(

付
記

)

本
稿
は

二

〇

〇

四

年
五

月
三

〇
日

に

社
会
経
済
史
学
会
第
七
三

回

全

国

大

会
(

於

大

阪

市
立

大

学
)

で

お
こ

な

わ

れ
た

｢

パ

ネ
ル

･

デ
ィ

ス

カ
ッ

シ

ョ

ソ



一 九 世紀 ドイ ツ の 住宅改革運動1 4 8

西

欧
に

お

け

る

住
宅
改
革
の

比

較
史
的
考
察

-
l

九

世
紀
半
ば

か

ら
二

〇

世
紀
半
ば

ま

で

I
｣

に

お
い

て

筆
者
が

お
こ

な
っ

た

｢

報
告
二

一

九

世
紀

半
ば

か

ら

第
一

次
大
戦
ま
で

の

ベ

ル

リ

ソ

に

お

け

る

住

宅
改
革
運
動
｣

の

報
告
原

稿
に

加

筆
修
正

を

お
こ

な
っ

た

も
の

で

あ
る

｡

註

(

1
)

近
代
ド

イ

ツ

の

住
宅
に

関
す
る

歴

史

研
究

は
一

九

七

〇

年
代
か

ら
は

じ

ま

る
｡

八

〇

年
代
に

は

｢

社
会
的
住
宅
建
設
｣

成
立

史
と

し
て

の

住
宅
改
革
運

動

研
究
が

動
向
の

中
心

と

な

る
｡

そ

う
し

た

研
究
の

問
題

点
と
そ

れ

を
ふ

ま

え
た

研
究
課
題

､

お

よ

び

九

〇
年
代
の

新
し

い

動
向
に

つ

い

て

は

拙
稿
｢

一

九

世
紀
ド

イ

ツ

住

宅
改

革
運
動
研

究
の

動
向
｣

『

西

洋
史

学
』

二

〇
四

号
､

二

〇
〇
二

年
(

以

下

｢

研
究

の

動
向
｣

)

で

検
討
し

て

お
い

た
｡

(

2
)

帝
政
期
フ

ラ

ソ

ク

フ

ル

ト

の

住
宅
政

策
は

､

後
の

｢

社
会
的
住
宅
建
設
｣

に

直

接
つ

な

が
っ

て

い

く

も
の

と

し
て

と

く

に

注
目

を

集
め

て

き

た
｡

先
駆
的

な

も
の

と

し
て

H
e

n
r
i

e
t

t

e

K
r

a

m
e

r
〉

D
i

e

A
n
f

a

n
g
e

d
e
s

s

o
z
i

a
l

e

n

W
o
h
n
u
n
g
s

b
a

u
s

i

n

F
r

a

n
k
f

u
r
t

a

m

M
a
i

n

)

8

6

0
･

)

9
)

4
,

i

n
:

A
r
c

h
i

v

f
i
i

r

F
r
a
n
k
f
u
r
t

s

G
e
s
c

h
i

c

h
t

e

u
n
d

K
u
n
s
t

,

B
d

.

5

6
,

)

9

7

8
;

W
a
l

t

e

r

S
t

e
i

t

z
.

K
o

m
m
u
n
a

)

e

W
o
h
n

u
n
g
s

p
o

)

i

t
i

k

i

m

K
a
i

s

e
r

r
e
i

c

h

am
B
e
i

s

p
i

e
l

d
e

r

S
t

a

d
t

F
r

a

n
k
f

u
r
t

a

m

M
a
i

n
.

i

n
:

T
e

u
t

e

訂
r

g
(

H
g
.

)

}

U
r
b

a

n
i

s
i

m
m
g

i

m

]

9
.

u
n
d

2
〇

.

]
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t

.

m
s
t

o
r

i

s
c

h
e

u
n
d

g
e

o
g
r
a
Z
l

h
i

s
c
h
e

A
s

f

u
t

e
,

K
6
1

n

)

9

8

3

が

あ

り
､

l

九

九

〇
年
に

な
っ

て

か

ら
の

本
格
的
な
モ

ノ

グ

ラ

フ

と

し

て

G
e
r

d

K
u
h
n

,

W
o
h
n
k

u
l

t

u
r

u
p

u
l

k

o

m
m
u

m
l

e

W
o

h
7

m
n
g
S
Z

u
i

t

i

k

i

m

F
r

a

n
k
f
u
y

l

a

m

M
a
i

n

]

8
8
0

b
i

s

]

9
3
0

1

A
u
f

d
e

m

W
e

g
e

z
u

e
i

n
e
r

b
l

u
r

a
l

e

n

G
e
s
e
l
l

s

c

h
a
f
t

d
e
r

]

d
i

m
'

d
u
e

n
,

B
o
n
n

)

9

9

8
;

]

6
r

g

R
.

K
6
h
l

e

r
}

S
t

a
d
t

e
b

a
u

u
n
d

S
t

a
d
t

b
)

l

i

t

i

k

i

m

W
1

-

1

h
e
l

m
n
i

s
c

h
e

n

F
r
a
n
f
k

u
7

]
,

F
r
a

n
k
f

u
r
t

am

M
a

i

n

)

9

9

5

が

あ

る
.

邦
語
文
献
で

は

北

村
陽
子

｢

第
二

帝
政
期
フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

に

お

け
る

住
宅
政
策
と

家
族
扶
助
｣

『

史
林
』

八

二

-

四
､

一

九

九

九
年

が

あ

る
｡

(

3
)

ド

イ

ツ

全
体
の

動
向
に

つ

い

て

は
､

｢

社
会
的
住

宅
建
設
｣

成

立
史
の

観
点
に

立
つ

と

は

い

え
､

N
i

c

h
o

l

a
s

B
u

)

)

o
c

k
,

T
h
e

M
o

v
e

m
e

n
t

fo
r

H
o

u
s

i

n
g

R
e
f

o
r

m

i

n

G
e

rm
a

n
y

)

8

4

0
･

)

9
)

4
,

i

n
:

i

d
.

a

n
d

]
a

m
e
s

R
e

a

d
,

T
h
e

M
o
u
e

m
e

n
t

f
o
r

H
c

m
s
i

n
g

R
e

f

w
m

i

n

G
e

r
n

w
n
y

a

n
d

F
r
a
n
c
e

]

8
4
0
･

]

9
]

4
,

C
a

m
b
r
i

d
g
e

)

9

8
5

が
､

現
在
で

も

も
っ

と

も
良

質
の

概
観
を

提

供
し

て

く

れ

る
｡

C
)

e

m
e

n
s

Z
i

m
m
e

r

m
a

n
n
.

V
m
d
e
r

W
o
h

m
n
g
s

f
r
a

9
e

Z

u
r

W
o

h
7

u

m
g
S

P
o

l

i

t

i

k
.

D
i

e

R
e

f

w
m
b
e

u
)

e
g
u
n
g

i

n

D
e

u
t

s
c

h
l

a
n
d

]

8
4
5
･

]

9
]

4
,

G
6
t

t
i

n
g
e

n

)

9

9
)

は
､

現
在
の

と
こ

ろ

ド

イ

ツ

の

住
宅
改
革
運

動
を

概
観
し
た

最
新
の

成

果
で

あ

る
が

､

多
-

問
題
点
を

学
ん

で

い

る
｡

前
掲
拙
稿
｢

研
究
の

動
向
｣

四

四

-

四

五

貢

参
照

｡

ベ

ル

リ

ソ

の

住
宅
改
革
運
動
に

つ

い

て

は
､

G
e
s

c

h
i

c

h
t

e

d
e

r

g
e

m
e
i

n
n
h
t

z
i

9
e

n

W
o

h
7

u
n
g
S

u
n

'

r
t

S
C

h

a
f
t

i

n

B
e
r
l

i

n
,

B
e

r
)
i

n

)

9

5

べ

が

住

宅
改
革
組
織
の

｢

社
史
｣

で

あ

る

が
､

基
本
的
な
デ

-

タ

は

参
考
に

な

る
｡

(

4
)

ベ

ル

リ

ソ

の

人
口

増
加

に

つ

い

て

は

B
u
)

l

o
c

k
-

o
p
.

°
i

t
.

,

p
.

)

9

参
照

｡

(

5
)

世
紀
中
葉
の

ベ

ル

リ

ソ

の

住

宅
事
情
に

つ

い

て

は

拙
稿

｢

一

九
世

紀
中
葉
ベ

ル

リ

ソ

の

住
宅

事
情

(

一

)

｣

『

新
潟
大
学
教
育

学
部

紀
要

(

人

文
･

社

会
科
学

編
)

』

三

七

巻

言
ち

､

一

九
九

五

年
､

三

-
一

三

頁
｡

(

6
)

フ

ァ

ミ

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

の

建
物
の

構
造
や

住
民
の

社
会
構
成
に

つ

い

て

は

拙

稿
｢

一

九

世

紀
中
葉
ベ

ル

リ

ソ

の

住
宅
事
情

(

二
)

｣

『

新
潟
大

学
教

育
学
部

紀
要

(

人
文

･

社
会
科
学
編

)

』

三

七

巻
二

号
､

l

九

九
六

年
､

九
-

1

九
頁

｡

1

八

四

三

年
に

フ

ァ

ミ

-
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

に

実
際
に

赴
い

た

上
で

善
か

れ

た
ス

イ

ス

人

の

教
育
学
者
ハ

イ

ソ

リ

ヒ

･

グ

ル

ソ

ホ

ル

ツ

ァ

-

の

探
訪
記

に
つ

い

て

は
､

拙
稿

｢

ハ

イ

ソ

リ

ヒ

･

グ
ル

ソ

ホ

ル

ツ

ァ

-

『

フ

ォ

-

ク

ト

ラ

ソ

ト

に

お

け

る

若
き
ス

イ

ス

人
の

経
験
』

(

l

八

四

三

年
)

-
一

九

世
紀
中
葉
ベ

ル

リ

ソ

の

労

働
者
住

宅
探
訪
記

･

解
題
｣

『

新
潟
大

学
教
育
人

間
科
学
部
紀
要
(

人

文
･

社
会
科
学
編

)

』

二

巻
丁

号
､

1

九

九

九

年
お

よ

び

拙
訳
｢

ハ

イ

ソ

リ

ヒ

･

グ

ル

ソ

ホ

ル

ツ

ァ

-

『

フ

ォ

-

ク

ト

ラ

ソ

ト

に

お

け

る

若
き
ス

イ

ス

人

の

経
験
』

(

一

入

四

三

年
)

-

一

九

世
紀
中

葉
ベ

ル

リ

ソ

の

労
働
者
住

宅
探
訪
記

･

翻
訳
｣

『

新
潟
大
学
教
育
人

間
科
学
部

紀
要

(

人
文

･

社
会
科
学
編

)

』

二

巻
二

号
､

二

〇

〇

〇
年
を

参
照

｡

(

7
)

一

九

世

紀
前
半
の
ベ

ル

リ
ソ

の

市
民
層
と

下
層
の

住

文
化
の

違
い

や
｢

ベ

ッ

ド

借
り

人
｣

に
つ

い

て

は
､

前
掲
拙
稿

｢

住
宅
事
情

(

一

)

｣

入

貢

参
照

｡

(

8
)

｢

ベ

ッ

ド

借
り

人
｣

や

住
居
の

又

貸
し
が

フ

ァ

ミ

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-
で

禁
止

さ

れ

た

過
程

に
つ

い

て

は

拙
稿
｢

『

ト
ロ

イ

ア

の

木
馬
』

と

市
民

社
会

-
1

八

二

九
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○
-
三

l

年
ベ

ル

リ
ソ

行
政
と

住
宅
問
題
｣

『

史
林
』

八

四

巻
一

号
､

二

〇

〇
l

年
参
照

｡

(

9
)

他
方

､

フ

ァ

-

-
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

に

は

慈
善
事
業

と
し

て

学
校
や

教
会
が

も
う

け

ら

れ

た
｡

拙
稿
｢

一

九

世
紀
前
半
ベ

ル

リ
ソ

に

お

け
る

初
等
教
育
の

実
際

-

フ

ァ

ミ

リ

エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

の

学
校
の

事
例
｣

『

新
潟
大

学

教
育
人

間
科
学
部
紀
要

(

人

文
･

社
会
科
学
編

)

』

五

巻

言
方

､

二

〇

〇
二

年
お

よ

び

｢

l

九

世
紀
前
半

ベ

ル

リ

ソ

の

労
働
者
を

め

ぐ

る

試
論
｣

『

新
潟
大

学
教
育
人

間
科
学
部

紀
要

(

人

文
社
会
科
学
編

)

』

五

巻
二

号
､

二

〇
〇
三

年
｡

(

1 0
)

前
掲
拙
稿
｢

『

ト

ロ

イ

ア

の

木
馬
』
｣

参
照

｡

(

11
)

一

入

四

〇

年
代
に
べ

ル

リ

ソ

市
民
が

フ

7

-

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-

に

い

だ
い

て

い

た

イ

メ

-

ジ

が

思
い

込
み

に

よ

る

も
の

で

あ
る

こ

と

に

つ

い

て

は
､

拙
稿
｢

一

八

四

〇

年
代
ベ

ル

-

ソ

の

都
市

社
会
と
フ

ァ

-

リ
エ

ソ

ホ

イ

ザ

-
｣

『

西

洋
史
学
』

一

七

五

号
､

一

九

九
四

年
参
照

｡

(

1 2
)

拙
稿
｢

l

九

世

紀
中
葉
ド

イ
ツ

の

住
宅
改
革
運
動
｣

『

西

洋
史
学
』

1

六

六

号
､

一

九
九
二

年
､

三

八

-

四

五

頁
｡

(

1 3
)

前
掲
拙
稿
｢

住
宅
改
革
運
動
｣

四

五

-

五

二

頁
｡

(

1 4
)

イ

ギ

リ

ス

は
ロ

バ

-

ト
･

フ

ィ

ッ

シ

ュ

マ

ン

『

ブ

ル

ジ

ョ

ワ
･

ユ

-

ト

ピ

ア

ー
郊
外
住
宅

地
の

盛

衰
』

到
葦
書
房

(

小
池
和
子
訳

)

､

一

九

九
〇

年
､

一

四

お
よ

び

三

二

頁

参
照

｡

フ

ラ

ソ

ス

は

A
.

-

L
.

S
h
a

p
i

r

o
〉

P
a
r
i

s

〉

i

n
‥

D
a

u
n
t

o
n

(

e

d
.

)

,

H
m
i

S
i

n
g

t

h
e

W
w
k

e
r
s

,

]

8
5
0
･

]

9
]

4
.

A

C
o

m
p
a
r

a
t

i

v
e

P
e

r
s

p
e
c

t

i

v
e

,

L
o
n
d
o

n

a

n
d

N
e

w

Y
o
r

k

)

9

9

0
,

p
.

3

4

参
照

｡

(

1 5
)

前
掲
拙
稿
｢

住
宅
改
革
運
動
｣

五
一

貫

参
照

｡

(

1 6
)

ホ

-

プ

レ

ヒ

ト

案
に

つ

い

て

は
､

拙
稿
｢

『

ホ

-

プ
レ

ヒ

ト
』

案
(

一

入

六
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郊
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住

宅
監

督
制
度
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関
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る

邦
語
文
献
と

し
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､

稲
垣
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帝
政
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期
に
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け
る
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叢
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〇
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.
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