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（1）

教会堂建築とは何か

一
・　
建
築
の
空
間
と
は
何
か

　
　

建
築
空
間
は
、
人
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
つ
の
次
元
に
お
い
て

成
立
し
て
い
る
。

　

第
一
は
、
人
の
身
体
を
守
る
も
の
と
し
て
、
第
二
は
、
人
と
人
を
関
係
づ
け
る

も
の
と
し
て
、
そ
し
て
第
三
は
、
人
を
超
越
的
な
存
在
と
結
び
つ
け
る
も
の
と
し

て
。

　

第
三
の
次
元
は
、
他
の
二
つ
の
次
元
の
よ
う
に
、
常
に
明
示
さ
れ
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
。
し
か
し
、
全
て
の
建
築
空
間
の
根
底
に
、
常
に
存
在
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
） 

人
を
包
む
も
の
と
し
て
の
空
間

　　

原
初
的
な
空
間
は
、
い
ま
、
こ
こ
に
い
る
私
の
身
体
を
包
ん
で
、
四
方
に
広

が
っ
て
い
る
。
こ
の
、
私
と
い
う
中
心
を
持
ち
、
四
方
に
無
限
定
に
広
が
っ
て
い

る
空
間
に
、
ひ
と
つ
の
物
理
的
な
限
定
を
与
え
た
も
の
が
、
建
築
の
空
間
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
建
築
の
空
間
と
は
、
人
間
の
願
望
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
、
意
志
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
。
し
か
し
時
に
は
、
空
間
は
、
構
築
さ
れ
ず
、
選
ば
れ
る
。

あ
る
い
は
、
構
築
に
先
立
っ
て
、
選
択
が
行
わ
れ
る
時
も
あ
れ
ば
、
構
築
の
内
に

選
択
が
含
ま
れ
て
い
る
時
も
あ
る
。
従
っ
て
、
座
す
た
め
に
大
き
な
一
本
の
樹
の

下
を
選
ぶ
こ
と
も
、
寝
る
た
め
に
洞
穴
に
入
る
こ
と
も
祈
る
た
め
に
山
に
登
る
こ

と
も
、
空
間
を
つ
く
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。

　

人
は
先
ず
、
生
存
す
る
た
め
に
、
自
分
を
包
み
守
る
空
間
を
必
要
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
保
護
物
（
シ
ェ
ル
タ
ー
）
と
し
て
の
空
間
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

雨
風
、
あ
る
い
は
冷
た
い
氷
雪
や
暑
い
太
陽
か
ら
、
身
体
を
守
る
囲
い
を
人
は
必

要
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
動
物
や
敵
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
も
囲
い
が
必
要
な

時
も
あ
る
。
身
を
守
り
、
生
活
を
便
利
に
す
る
た
め
に
建
築
を
つ
く
る
。
す
な
わ

ち
、
便
利
、
安
全
、
効
率
の
た
め
の
道
具
、
こ
れ
が
、
建
築
空
間
成
立
の
第
一
の

次
元
で
あ
る
。
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建
築
の
成
立
の
基
本
条
件
を
、
外
界
か
ら
の
保
護
と
い
う
条
件
に
見
出
す
考
え

方
は
、
広
く
一
般
化
し
て
い
る
。
通
俗
的
な
建
築
書
、
あ
る
い
は
小
・
中
学
校
の

教
科
書
も
、
建
築
に
つ
い
て
説
明
は
、
こ
の
よ
う
な
保
護
物
と
し
て
の
建
築
の
は

た
ら
き
か
ら
始
め
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
一
般
書
だ
け
で
は
な
く
、
十
八
世

紀
末
か
ら
十
九
世
紀
末
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
出
版
さ
れ
た
古
典
的
な
建
築
書
は
、

そ
の
よ
う
な
快
適
性
の
次
元
に
お
け
る
建
築
の
説
明
で
書
き
始
め
ら
れ
る
の
が
常

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
延
長
に
お
い
て
、
二
十
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
快
適

性
の
追
求
を
建
築
の
第
一
目
的
と
し
て
走
り
つ
づ
け
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
家
、

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
よ
く
知
ら
れ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
宣
言
、「
住
宅
は
住
む
た
め
の

機
械
で
あ
る
」
は
、
こ
の
考
え
を
代
表
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
便
利
、
安
全
、
効
率
と
い
う
見
方
だ
け
で
、
人
間
の
こ
れ
ま

で
重
ね
て
き
た
建
築
と
い
う
巨
大
な
営
為
が
説
明
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
少
し
考
え

て
み
れ
ば
、
誰
し
も
気
付
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
残
っ
て

い
る
先
史
時
代
、
旧
石
器
文
化
の
構
築
物
、
ス
ト
ー
ン
・
ヘ
ン
ジ
は
、
そ
れ
を
築

い
た
人
々
に
い
か
な
る
便
利
、
安
全
、
効
率
を
与
え
た
と
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
殆
ん
ど
同
じ
頃
、
私
達
日
本
人
の
先
祖
が
、
青
森
県
三
内
丸
山

に
築
い
た
、
高
さ
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
六
本
の
円
柱
で
支
え
ら
れ
た
構
築
物

に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
の
私
達
に
対
し
て
も
、
圧
倒
的
な
力
を

示
す
こ
れ
ら
の
構
築
物
を
築
い
た
人
々
の
、
願
望
と
意
志
を
、
便
利
、
安
全
、
効

率
と
い
っ
た
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
ひ
る
が
え
っ
て
、
自
分
達
の
今
住
ん
で
い
る
建
築
や
都
市
あ
る
い
は
そ

れ
等
を
包
み
込
ん
で
い
る
自
然
の
空
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
わ
か
る
。
便
利
、

安
全
、
効
率
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
過
去
に
比
べ
て
格
段
の
進
歩
を
と
げ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
私
達
の
心
が
満
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。
遊
び
た
わ
む
れ
る
子
供
達
の
姿
が
山
辺
、
川
辺
か
ら
消
え
、
静

か
に
憩
う
老
人
の
姿
が
町
の
通
り
か
ら
消
え
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
居
住
空
間
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
技
術
上
の
便
宜
と
い
う
た
め

で
は
な
い
」、
と
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
に
し
て
先
史
学
者
で
あ
る
、
ア
ン
ド
レ
・

ル
ロ
ワ
＝
グ
ー
ラ
ン
は
、
言
う  
。「（
そ
れ
は
）
言
語
活
動
と
同
格
の
、
全
体
と
し

て
人
間
的
な
行
動
を
表
象
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る

人
間
集
団
で
は
す
べ
て
、
住
居
は
三
つ
の
必
要
に
対
応
し
て
い
る
。
技
術
的
に
有

効
な
環
境
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
社
会
体
系
を
も
っ
た
一
つ
の
枠
を
確
立
す
る
こ

と
、
あ
る
時
点
か
ら
周
囲
の
宇
宙
に
秩
序
を
与
え
る
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
。」
と

彼
は
続
け
て
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
、
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
や
ア
メ
リ
カ
南
西

部
の
先
住
民
、
ア
マ
ゾ
ン
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
等
の
住
居
群
に
よ
っ
て
例
証
す

る
。

　

グ
ー
ラ
ン
の
述
べ
る
居
住
空
間
成
立
の
三
つ
の
基
本
条
件
は
、
建
築
空
間
の
三

つ
の
次
元
と
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。
縄
文
時
代
の
竪
穴
住
居
群
を
訪
れ
て
み
て

も
、
そ
れ
ら
が
人
を
風
雨
か
ら
守
り
、
生
存
に
必
要
な
温
度
を
保
つ
た
め
の
必
要

不
可
欠
な
構
築
と
い
う
、
第
一
の
次
元
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く

わ
か
る
。

　

し
か
し
同
時
に
こ
の
構
築
は
、
住
居
と
い
う
空
間
の
囲
い
は
、
そ
の
内
で
共
に

暮
す
家
族
と
い
う
社
会
的
単
位
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

人
間
の
家
族
と
は
、
単
に
生
物
学
的
に
親
子
の
関
係
に
あ
る
も
の
の
こ
と
で
は
な

（
１
）
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い
。
ひ
と
つ
の
屋
根
の
下
で
、
ひ
と
つ
の
火
を
囲
ん
で
共
に
暮
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

夫
婦
、
親
子
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
空
間
に
お
い
て
確
定
す
る
こ
と
、
こ
れ

が
建
築
空
間
成
立
の
第
二
の
次
元
で
あ
る
。

　

オ
ッ
ト
ー
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ル
ノ
ウ
は
、「
家
屋
に
住
む
の
は
、
一
人
の

人
間
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
人
は
何
人
か
の
人
と
住
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
家

屋
の
中
で
、『
自
分
に
属
す
る
者
た
ち
』
と
一
緒
に
。
し
か
し
『
他
の
人
々
』
や

『
見
知
ら
ぬ
人
々
』
か
ら
離
れ
て
」
と
言
っ
て
い
る  
。
住
居
の
入
口
は
、
中
に
住
む

人
が
出
入
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
外
か
ら
の
客
人
が
訪
れ
る
た
め
の
も
の
で
も
あ

る
。
招
か
れ
る
、
訪
れ
る
と
い
う
行
為
は
、
社
会
的
な
人
間
関
係
を
規
定
す
る
基

本
で
あ
る
。
人
類
学
者
、
石
毛
直
道
は
「
住
居
空
間
の
人
類
学
」
の
中
で
、
人
間

の
家
と
動
物
の
巣
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
人
を
招
く
か
招
か
な
い
か
に
見
出
せ

る
と
述
べ
て
い
る  
。

　

グ
ー
ラ
ン
の
指
摘
す
る
住
居
空
間
成
立
の
第
二
条
件
、
す
な
わ
ち
社
会
的
枠
組

と
し
て
の
住
居
は
、
個
々
の
住
居
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
集
合
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
よ
り
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
。
住
居
群
は
、
柵
、
環
濠
、
あ
る
い
は

塀
で
囲
ま
れ
る
。
こ
の
囲
い
が
ひ
と
つ
の
共
同
体
の
ま
と
ま
り
を
確
定
す
る
。
そ

し
て
そ
の
内
に
お
け
る
住
居
の
配
列
、
住
居
群
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
通
り

や
広
場
で
の
様
々
な
行
為
が
、
共
同
体
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
、
働
き
を

定
め
て
い
る
。
日
常
の
生
活
や
労
働
、
そ
し
て
特
別
な
祭
儀
や
戦
闘
の
場
合
に
至

る
ま
で
。
ひ
と
つ
の
共
同
体
の
秩
序
は
、
こ
う
し
た
空
間
の
秩
序
と
し
て
確
定
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
世
代
か
ら
次
の
世
代
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
。
す

な
わ
ち
、
共
同
体
の
秩
序
は
、
決
し
て
言
葉
だ
け
で
な
く
こ
の
よ
う
に
空
間
の
秩

（
２
）

（
３
）

序
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

社
会
的
枠
組
と
し
て
の
建
築
の
働
き
は
、
共
同
体
全
体
の
た
め
の
建
築
物
の
構

築
に
よ
っ
て
、
よ
り
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
。
原
始
的
な
住
居
群
に
お
い
て
も
、

こ
の
よ
う
な
初
源
的
な
公
共
建
築
、
あ
る
い
は
公
共
空
間
は
必
ず
見
出
せ
る
。
す

な
わ
ち
共
同
体
は
、
常
に
ひ
と
つ
に
集
る
空
間
を
つ
く
り
出
す
。
あ
る
い
は
、
ひ

と
つ
に
集
ま
る
空
間
を
持
た
な
い
集
団
は
、
共
同
体
と
は
言
え
な
い
、
と
言
う
べ

き
か
も
知
れ
な
い
。
三
内
丸
山
遺
跡
の
、
長
さ
七
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
巨
大
な

竪
穴
建
築
は
、
共
同
体
の
た
め
の
、
公
共
建
築
の
最
も
古
い
例
と
考
え
て
い
い
だ

ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
共
同
体
全
体
の
た
め
の
空
間
を
ひ
と
つ
の
屋
根
で
包
む
こ
と

は
、
大
き
な
技
術
的
困
難
を
伴
い
、
常
に
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、

そ
の
空
間
を
確
定
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
と
ら
れ
た
方
法
は
中
心
を

確
定
し
て
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
一
本
の
柱
を
立
て
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
大
地
を
踏
ま
え
、
大
空
に
向
か
っ
て
立
つ
鉛
直
の
柱
が

そ
れ
で
あ
る
。
先
史
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
ケ
ル
ト
人
や
ゲ
ル
マ
ン
人
達
の
立

て
た
聖
柱
が
今
に
残
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
は
ト
ー
テ
ム
・
ポ
ー
ル
を
立

て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ラ
ン
タ
族
は
ア
チ
ル
バ
の
柱
を
立
て
た
。
日
本
の
神

社
の
真
の
御
柱
も
、
こ
の
よ
う
に
場
所
、
空
間
の
中
心
を
確
定
す
る
た
め
の
構
築

と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

柱
は
、
並
ん
で
立
ち
、
更
に
そ
の
上
に
屋
根
を
頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
建
築
に
な

る
。
そ
し
て
そ
の
上
に
人
が
登
り
、
遠
く
を
見
た
り
、
下
を
見
下
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
共
同
の
生
活
の
中
心
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
州
の
吉
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野
ヶ
里
遺
跡
に
も
、
三
内
丸
山
遺
跡
と
同
じ
よ
う
な
、
高
層
の
構
築
物
が
あ
る
。

こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
用
途
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
様
々
な
学
説
が
交
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
今
日
の
言
葉
で
定
義
で
き
る
よ
う
な
、
特
定
の
用
途
の

た
め
の
も
の
で
な
い
と
見
る
の
が
自
然
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
グ
ー
ラ
ン
の
言

う
、
建
築
成
立
の
第
三
の
条
件
、
す
な
わ
ち
周
囲
の
宇
宙
に
秩
序
を
与
え
る
も
の

と
し
て
の
建
築
で
あ
る
。

　

宗
教
学
者
で
あ
り
、
ま
た
美
学
者
で
も
あ
る
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
こ

う
し
た
意
味
を
持
つ
様
々
な
柱
を
ま
と
め
て
、「
宇
宙
の
柱
（colum

na

     
   

universalis

           
）」
と
名
づ
け
た  
。
す
な
わ
ち
、
自
分
と
そ
れ
を
取
り
囲
む
無
限
の
宇

宙
を
結
び
つ
け
る
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原

始
の
自
然
の
ま
っ
た
だ
中
に
生
き
た
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
確
定
の
作
業
は
、
確

か
に
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
彼
等
は
、
必
死
で
柱

を
立
て
、
そ
し
て
全
力
を
あ
げ
て
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
の
構
築
物
へ
と
発
展
さ
せ
て

き
た
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
と
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
無
限
の
空
間
と
の
関
係
を
定

め
る
こ
と
、
こ
れ
は
、
決
し
て
巨
大
で
公
共
的
な
構
築
物
に
よ
っ
て
の
み
、
な
さ

れ
る
の
で
は
な
い
。
小
さ
な
原
始
的
居
住
空
間
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た
、

幼
児
が
自
分
の
回
り
を
、
毛
布
や
家
具
で
囲
っ
て
つ
く
る
小
さ
な
家
の
原
型
に
お

い
て
、
求
め
ら
れ
て
い
る
空
間
の
次
元
と
い
っ
て
も
い
い
。
こ
れ
が
空
間
の
成
立

の
第
三
の
次
元
で
あ
る
。
現
象
学
者
で
あ
る
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
「
す

べ
て
の
家
は
鉛
直
の
軸
線
を
も
つ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
日
常
的
な
空

間
に
お
い
て
も
、
根
源
的
に
そ
れ
は
超
越
的
な
次
元
と
の
関
係
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
４
）

　

自
然
を
征
服
し
つ
く
し
た
か
に
思
え
る
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
第
三
の
条
件
は

す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
人
工
環
境
化
さ
れ
、
華
美
と
享
楽
を

競
う
今
日
の
都
市
の
様
相
を
み
る
と
、
そ
の
よ
う
に
言
い
た
く
も
な
る
。
し
か
し
、

空
間
へ
の
願
望
は
、
集
団
的
で
あ
る
と
共
に
個
人
的
で
も
あ
り
、
従
っ
て
空
間
の

本
質
は
、
巨
大
建
造
物
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
小
さ
い
住
居
の
内
に
存
在
し
て
い

る
。
原
始
の
自
然
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
今
日
の
都
市
の
空
間
の
狂
乱
の
中
に
こ

そ
、
見
捨
て
ら
れ
た
空
間
の
本
質
、
人
間
の
究
極
的
な
空
間
へ
の
願
望
は
新
た
に

見
出
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
十
七
世
紀
、
新
た
な

世
界
の
発
見
、
新
た
な
宇
宙
の
理
解
を
前
に
し
て
パ
ス
カ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る  
。「
こ
の
無
限
な
る
空
間
の
永
遠
の
沈
黙
は
、
私
を
恐
れ
お
の
の
か
せ

る
」
と
。

（
２
） 

教
会
空
間
と
は
何
か

　

聖
な
る
空
間
は
、
ど
の
よ
う
な
文
化
に
お
い
て
も
常
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
し

て
そ
の
空
間
を
つ
く
り
出
す
た
め
の
構
築
物
も
、
文
化
の
原
始
的
な
段
階
か
ら
存

在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
そ
の
空
間
は
、
新
し

い
意
味
と
か
た
ち
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
。
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
外
側
か
ら
崇

め
ら
れ
拝
ま
れ
て
い
た
聖
な
る
空
間
は
、
内
に
呼
び
集
め
、
共
に
賛
美
と
感
謝
を

捧
げ
る
空
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

古
代
の
神
殿
は
、
特
定
の
場
所
を
神
聖
な
も
の
と
し
て
他
か
ら
区
別
す
る
こ
と

か
ら
出
発
し
て
い
る
。
日
本
の
神
社
は
、「
ひ
も
ろ
ぎ
」、「
い
わ
く
ら
」
と
い
う
言

（
５
）
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葉
が
示
す
よ
う
に
、
地
形
上
の
特
別
な
場
所
を
聖
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
元
来

建
物
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
建
物
は
、
後
に
な
っ
て
、
そ
の
場
所
の
特
性
を

よ
り
強
化
す
る
も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
神
社
を
拝
む
人
は
、
そ

の
中
に
入
ら
ず
、
外
か
ら
建
物
に
向
っ
て
、
拝
む
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
神
殿
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
都
市
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
と
は
、
都
市
の
中
心
に
あ
る
丘
の
ひ
と
つ

を
神
域
と
し
て
特
化
し
た
も
の
の
呼
称
で
あ
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
の
神
殿
、「
テ
ン

プ
ル
ム
（tem

plum

   
    

）」
と
い
う
言
葉
も
、「
切
り
と
ら
れ
、
取
り
出
さ
れ
た
も
の
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
神
殿
の
中
に
入
る
こ
と
の
で
き
た
人
は
、
神
官
や
巫
女
ら

特
定
の
人
々
の
み
で
あ
り
、
他
は
全
て
、
神
殿
を
外
か
ら
拝
ん
だ
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
末
期
、
紀
元
後
一
二
〇
年
に
パ
ン
テ
オ
ン
が
、

誰
で
も
中
に
入
れ
る
神
殿
と
し
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

仏
教
の
寺
院
に
お
い
て
も
、
同
じ
で
あ
っ
た
。
寺
院
の
回
廊
の
中
に
入
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
僧
侶
あ
る
い
は
特
別
な
場
合
の
み
許
さ
れ
た
特
別
な
階
級
の

人
々
の
み
で
あ
っ
て
、
一
般
の
人
は
、
門
の
外
か
ら
祈
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。

東
大
寺
の
大
仏
殿
の
正
面
上
部
に
特
別
な
開
口
部
が
設
け
ら
れ
、
一
般
の
人
々
が

外
か
ら
仏
の
顔
を
拝
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
の
後
の
時
代
に
お
け

る
工
夫
で
あ
る
。
一
般
信
徒
が
、
お
寺
の
本
堂
に
入
り
、
僧
と
共
に
祈
り
に
参
加

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
に
は
、
江
戸
時
代
に
建
造
さ
れ
た
浄
土
真
宗
の
お
寺
ま
で

待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

キ
リ
ス
ト
教
に
先
立
つ
ユ
ダ
ヤ
教
の
場
合
は
、
や
や
違
っ
て
い
る
。
彼
等
は
神

殿
の
他
に
シ
ナ
ゴ
ー
グ
と
呼
ば
れ
る
会
堂
、
あ
る
い
は
集
会
場
を
持
っ
て
い
た
。

シ
ナ
ゴ
ー
グ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
シ
ュ
ナ
ゴ
ー
ゲ
ー
」
で
、
こ
れ
は
「
集
会
」

あ
る
い
は
「
会
合
」
を
意
味
す
る
。
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お
い
て
は
、
礼
拝
と
そ
れ
に

伴
う
律
法
の
朗
読
や
説
教
も
行
わ
れ
た
が
、
教
育
の
場
で
も
あ
り
、
社
会
活
動
の

場
で
も
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
居
住
地
に
広
く
分
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
遺
構
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
文
献
の
上
か
ら
知
ら
れ

る
だ
け
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
、
カ
フ
ァ
ル
ナ
ウ
ム
に
着
い
て
、
早
速
教
え
始
め
た

会
堂
（
マ
ル
コ
、
一
・
二
十
一
）
あ
る
い
は
故
郷
の
ナ
ザ
レ
に
も
ど
っ
て
人
々
に

語
り
か
け
そ
し
て
拒
絶
さ
れ
た
会
堂
（
ル
カ
、
四
・
十
六
‐
三
十
）
も
、
こ
う
し

た
シ
ナ
ゴ
ー
グ
で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。

　

シ
ナ
ゴ
ー
グ
が
何
時
頃
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
の
社
会
に
お
い
て
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、

そ
し
て
ま
た
、
神
殿
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
時
代
に

よ
っ
て
も
異
な
る
よ
う
で
も
あ
り
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
遊
牧
の
生
活
を
し
、
あ
る
い
は
荒
野
を
放
浪

す
る
生
活
に
あ
っ
て
も
、
常
に
「
聖
な
る
幕
屋
」
を
持
ち
運
び
、
宿
営
す
る
た
び

に
そ
れ
を
建
て
て
、
祈
っ
て
い
た
。
そ
の
つ
く
り
方
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
五

章
に
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
臨
在
の
幕
屋
」
は
聖
な
る
掟
の
書
が
置
か
れ
る
た

め
の
空
間
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
幕
屋
は
必
ず
庭
で
囲
ま
れ
、
人
々
は
そ
こ
で
祈
り

歌
っ
た
。
詩
篇
二
十
七
が
歌
っ
て
い
る
「
わ
た
し
は
主
の
幕
屋
で
い
け
に
え
を
捧

げ
、
歓
声
を
あ
げ
、
主
に
向
っ
て
賛
美
の
歌
を
う
た
う
」
様
子
は
、
そ
れ
を
示
し

て
い
る
。
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シ
ナ
ゴ
ー
グ
は
、
教
会
堂
が
生
み
出
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
母
体
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
会
堂
は
、
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら

決
定
的
な
違
い
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
同
じ
集
会
と
い
う
目
的
の
た
め
の
会
堂

で
あ
っ
て
も
、
主
の
食
卓
を
皆
で
ひ
と
つ
に
囲
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
囲
ん

で
、
賛
美
と
感
謝
の
祈
り
を
共
に
捧
げ
る
た
め
に
、
神
に
呼
び
集
め
ら
れ
た
人
々

の
た
め
の
空
間
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
が
死
ん
で
天
に
昇
っ
た
後
、
信
者
達
が
ど
の

よ
う
に
祈
っ
て
い
た
か
は
、「
使
徒
言
語
録
」
が
生
き
生
き
と
記
述
し
て
い
る
と
お

り
で
あ
る
。（
二
・
四
三
‐
四
七
）

　
「
信
者
達
は
、
皆
一
つ
に
な
っ
て
、
す
べ
て
の
物
を
共
有
に
し
、
財
産
や
持
ち
物

を
売
り
、
お
の
お
の
の
必
要
に
応
じ
て
、
皆
が
そ
れ
を
分
け
あ
っ
た
。
そ
し
て
毎

日
ひ
た
す
ら
心
を
一
つ
に
し
て
神
殿
に
参
り
、
家
ご
と
に
集
ま
っ
て
パ
ン
を
裂
き
、

喜
び
と
真
心
を
も
っ
て
一
緒
に
食
事
を
し
、
神
を
賛
美
し
て
い
た
。」

　

原
始
の
キ
リ
ス
ト
教
の
会
堂
は
、
住
居
空
間
で
あ
っ
た
。
住
居
空
間
が
、
全
て

の
建
築
空
間
の
原
型
で
あ
る
と
い
う
、
人
間
の
文
化
の
根
本
が
、
こ
こ
で
も
う
一

度
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
々
は
、
ひ
と
つ
の
食
卓
を
囲
む
、
ひ
と
つ
の
家

族
と
な
っ
て
、
共
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
其
の
と
き
、
そ
の
空
間
は
、

最
初
の
教
会
堂
と
な
っ
た
。
事
実
、
ロ
ー
マ
に
今
も
残
る
最
も
古
い
教
会
堂
の
多

く
は
、
住
宅
で
あ
っ
た
。
テ
ィ
ト
ウ
ル
ス
（
名
義
教
会
堂
）
と
呼
ば
れ
た
も
の
が

そ
れ
で
あ
る
。
初
期
の
も
の
は
、
信
者
の
た
め
の
集
会
室
を
備
え
た
だ
け
の
普
通

の
住
宅
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
時
代
と
共
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
大
き
な
規
模
に
な
っ

て
い
っ
た
。
名
義
教
会
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
時
、
そ
の
建
物
の
所
有
者
の
銘

を
入
口
に
揚
げ
た
か
ら
で
、
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
の
聖
ク
レ
メ
ン
ス
教
会
堂
は
、
三

世
紀
に
は
ク
レ
メ
ン
ス
名
義
教
会
堂
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
達
が
つ
く
り
出
し
た
教
会
堂
建
築
は
、
ふ
た
つ
の

対
照
的
な
平
面
形
式
に
分
類
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
中
心
を
囲
ん
で
空
間
が
円
型

あ
る
い
は
、
ギ
リ
シ
ャ
十
時
型
に
展
開
す
る
平
面
形
式
で
あ
る
。
サ
ン
タ
・
コ
ン

ス
タ
ン
ツ
ア
（
ロ
ー
マ
、
三
二
四
〜
三
二
六
年
）（
図
・
１
）
や
、
サ
ン
ト
・
ス
テ

フ
ァ
ノ
・
ロ
ト
ン
ド
（
ロ
ー
マ
、
四
六
七
〜

四
八
三
）、
あ
る
い
は
ガ
ル
ラ
・
プ
ラ
チ
デ
ィ

ア
（
ラ
・
ヴ
ェ
ン
ナ
、
四
二
五
年
頃
）
等
が

そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
前
二
者
は
、
円

型
、
後
者
は
ギ
リ
シ
ャ
十
字
型
の
平
面
を
な

し
、
い
ず
れ
も
中
央
に
祭
壇
が
置
か
れ
て
い

る
。
前
二
者
に
お
い
て
は
、
こ
の
祭
壇
を
、

列
柱
が
円
型
に
取
り
囲
む
。
こ
の
平
面
形
式

は
、
建
築
史
、
建
築
意
匠
学
に
お
い
て
は「
集

中
式
平
面
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
集
中
式
平
面
の
教
会
堂
の
多
く
は
、

も
と
も
と
は
、
洗
礼
室
だ
っ
た
り
、
墳
墓
、
あ
る
い
は
霊
廟
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
例
も
多
い
が
、
そ
れ
を
集
会
の
た
め
の
教
会
堂
と
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
は
な

い
。
何
故
な
ら
、
最
初
の
教
会
堂
の
祭
壇
は
、
聖
ペ
ト
ロ
の
墓
で
も
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

こ
れ
と
対
照
的
な
も
う
ひ
と
つ
の
平
面
形
式
は
、
長
方
形
の
平
面
の
奥
に
中
心

が
置
か
れ
、
空
間
が
そ
の
方
向
に
直
線
的
に
向
う
形
式
で
あ
る
。
サ
ン
タ
・
サ

ビ
ー
ナ
（
ロ
ー
マ
、
四
二
二
〜
四
三
二
年
）（
図
・
２
）、
あ
る
い
は
、
サ
ン
・
パ
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ウ
ロ
・
フ
ォ
リ
・
レ
・
ム
ー
ラ
（
ロ
ー
マ
、

四
世
紀
頃
、
一
八
四
〇
年
再
建
）
が
そ
の
典

型
例
で
あ
る
。
入
口
を
入
る
と
、
柱
列
が
一

直
線
に
、
奥
の
祭
壇
に
向
っ
て
人
を
導
く
。

柱
列
は
、
前
者
に
お
い
て
は
二
列
で
あ
る
が
、

後
者
に
お
い
て
は
、
四
列
で
、
中
央
の
身
廊

空
間
と
左
右
二
列
の
側
廊
空
間
が
、
並
行
し

つ
つ
祭
壇
に
向
っ
て
流
れ
る
。
こ
の
平
面
形

式
は
、
そ
の
形
態
的
特
徴
に
も
と
づ
い
て
、

「
長
堂
式
（
あ
る
い
は
長
廊
式
）
平
面
」
と
呼
ば
れ
る
が
、「
バ
シ
リ
カ
型
平
面
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
の
集
会
場
で
あ
っ
た
バ
シ
リ
カ
を
応
用
、

あ
る
い
は
転
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
建
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
集
中
型
」
と
「
長
廊
型
」
と
い
う
こ
の
ふ
た
つ
の
形
式
は
、
人
が
集
る
時
に
つ

く
り
出
す
、
二
つ
の
空
間
形
式
に
対
応
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
中
央
に
立
つ
人
、

あ
る
い
は
置
か
れ
た
も
の
を
、
皆
が
丸
く
囲
む
空
間
形
式
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ

は
、
中
心
と
な
る
ひ
と
り
に
対
し
て
、
他
の
大
勢
が
向
い
あ
う
空
間
形
式
で
、
そ

の
時
集
ま
る
人
々
は
、
中
心
に
向
う
平
行
な
直
線
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
前
者
を

「
囲
み
型
」、
後
者
を
「
対
面
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
子
供
達
が
、
遊
び

場
で
先
生
を
取
り
囲
む
時
の
か
た
ち
は
「
囲
み
型
」
で
あ
り
、
教
室
で
お
話
を
聞

く
時
は
「
対
面
型
」
に
な
る
。

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
人
々
が
、
教
会
堂
の
始
ま
り
の
時
に
お
い
て
囲
み
型
、
す

な
わ
ち
集
中
式
平
面
の
教
会
堂
と
、
対
面
型
、
す
な
わ
ち
長
廊
式
平
面
の
教
会
堂

の
ふ
た
つ
の
対
比
的
な
空
間
を
と
り
出
し
た
の
は
、
見
事
と
い
う
他
な
い
。
彼
等

は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
極
性
の
間
に
、
人
間
の
集
会
の
本
質
を
つ
か
み
と
り
、
そ
し

て
こ
の
ふ
た
つ
の
極
性
の
相
互
作
用
と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
教
会
堂
建
築
の
創
造

の
歴
史
を
つ
く
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
等
は
、
そ
れ
を
無
か
ら
つ
く
り

出
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
等
は
貧
し
く
、
乏
し
か
っ
た
と
は
言
え
、
目
の
前
に
は

古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
古
代
ロ
ー
マ
の
豊
か
な
建
築
的
伝
統
が
あ
っ
た
。
彼
等
は
、

そ
れ
を
最
大
限
に
と
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
代
建
築
の
柱
の
再
利
用

と
い
っ
た
即
物
的
な
次
元
か
ら
、
空
間
形
式
の
再
解
釈
と
い
っ
た
理
念
的
な
次
元

に
至
る
ま
で
。
し
か
し
何
よ
り
も
、
彼
等
に
は
、
ひ
と
つ
に
な
ろ
う
と
す
る
強
力

な
願
望
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
等
の
上
に
は
そ
れ
を
ひ
と
つ
に
す
る
超
越
的
な
力

が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
初
期
キ
リ
ス
ト
教
建
築
の
驚
嘆
す
べ
き
達
成
を
生
ん
だ
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
以
後
、
今
日
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
堂
建
築
の
歴
史
は
、
こ
の
ふ
た
つ

の
極
性
の
間
の
動
き
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

東
方
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
教
会
堂
は
、
囲
む
形
式

を
発
展
さ
せ
た
。
集
中
型
の
平
面
形
式
の
特

質
は
、
そ
れ
を
覆
う
円
形
の
ド
ー
ム
構
造
に

よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
建
築

空
間
を
特
徴
ず
け
る
、
あ
の
大
地
か
ら
膨
れ

上
が
り
、
重
な
っ
て
盛
り
上
が
る
よ
う
な
空

間
は
こ
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。（
図
・
３
）
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図・２　サンタ・サビーナ、ローマ　平面図

図・３　オシオス・ルーカス修道院聖堂　平面図
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一
方
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
教
会
堂
は
、
長
廊
式
の
バ
シ
リ
カ
平
面
の
上
に

発
展
し
て
い
っ
た
。
十
一
世
紀
ま
で
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
建
築
に
お
い
て
は
、
南
西

の
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
等
集
中
型
の
平
面
を
好
ん
で
用
い
た
場
合
も
あ
っ
た
。
ヴ
ェ

ネ
チ
ア
等
で
は
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
影
響
の
強
い
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
大
聖
堂
等
も
建

設
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
ロ
マ
ネ
ス
ク

の
多
様
な
形
態
は
、
十
二
世
紀
の
北
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
輝
か
し
い
統
合
を

得
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

長
廊
式
の
、
一
直
線
に
進
行
す
る
空
間
の
運

動
性
を
、
ひ
と
つ
の
極
点
に
ま
で
高
め
た
も

の
と
言
え
る
。（
図
・
４
）
林
の
よ
う
に
立
ち

並
ぶ
柱
列
が
、
正
面
の
祭
壇
に
向
う
水
平
の

強
い
動
き
を
つ
く
り
出
す
。
そ
れ
と
同
時
に

柱
か
ら
天
井
の
交
叉
ヴ
ォ
ー
ル
ト
天
井
に
達

す
る
垂
直
の
リ
ブ
が
、
上
昇
す
る
運
動
性
を
強
調
す
る
。
水
平
方
向
と
垂
直
方
向

と
い
う
、
ふ
た
つ
の
運
動
性
の
、
極
度
に
強
調
さ
れ
た
構
成
が
、
ゴ
シ
ッ
の
建
築

空
間
の
特
徴
で
あ
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
つ
く
り
上
げ
た
神
秘
的
で
崇
高
な
空
間

は
、
教
会
堂
の
持
つ
べ
き
聖
な
る
美
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
一

方
で
、
極
度
に
細
長
く
伸
び
た
空
間
に
お
い
て
、
礼
拝
に
集
っ
た
会
衆
は
祭
壇
か

ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
主
の
食
卓
を
共
に
囲
む
初
源
の
集
会
の
か
た
ち
は
弱
ま
っ
た
。

会
衆
に
と
っ
て
は
、
祭
壇
は
遠
く
て
見
え
に
く
く
、
朗
読
も
説
明
も
ほ
と
ん
ど
聞

き
と
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
の
建
築
家
達
は
、
集
中
式
の
建
築
に
注
目
し
、
そ
れ
を
復
活
さ
せ

よ
う
と
試
み
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
ス
ケ
ッ
チ
・
ブ
ッ
ク
に
残
さ

れ
て
い
る
数
多
く
の
集
中
式
の
教
会
堂
の
ス
タ
デ
ィ
は
、
当
時
の
建
築
家
達
が
共

通
に
抱
い
て
い
た
中
心
か
ら
同
心

円
状
に
広
が
る
空
間
構
成
に
対
す

る
関
心
を
示
す
例
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。（
図
・
５
）
彼
等
は
こ
の
空
間

構
成
が
、
神
の
つ
く
り
給
う
た
宇

宙
の
か
た
ち
に
合
致
す
る
も
の
で

あ
り
、
理
想
的
な
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
も
、
ま
た

関
心
そ
の
も
の
も
、
観
念
的
な
も
の
で
、
現
実
に
対
応
し
て
い
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
集
会
、
あ
る
い
は
典
礼
の
形
式
と
空
間
が
ど
う

対
応
す
べ
き
か
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
家
達
の
頭
の
中
に
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て

具
体
的
な
計
画
案
が
進
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

た
と
え
ば
ミ
ラ
ノ
の
大
聖
堂
の
レ
オ
ナ
ル
ド

の
改
修
案
の
よ
う
に
、
聖
職
者
達
の
強
い
拒

否
に
直
面
し
た
し
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
設

計
し
建
設
し
た
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
サ
ン
・
ピ
エ

ト
ロ
大
聖
堂
の
集
中
式
の
空
間
は
、
続
く
バ

ロ
ッ
ク
の
時
代
に
正
面
入
口
に
向
っ
て
増
築

さ
れ
、
長
廊
式
の
建
築
と
な
っ
て
今
日
に

至
っ
た
。（
図
・
６
）

図・６　サン・ピエトロ、ヴァチカン　平面図

図・４　シャルトル大聖堂　平面図
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図・５　レオナルド・ダ・ヴィン
チの集中式教会堂のスタディ
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囲
み
型
の
教
会
の
持
つ
意
味
と
か
た
ち
が
、
具
体
的
な
建
築
空
間
の
問
題
と
し

て
、
再
び
問
い
直
さ
れ
た
の
は
、
改
革
派
の
教
会
堂
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
七
世

紀
の
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
の
教
会
堂
に
お
い
て
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
式
の
長
廊
式
の
教
会

堂
を
改
造
し
、
囲
み
方
に
近
づ
け
る
努
力
も

行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
長
方
形
の
平
面
を
縦

長
で
は
な
く
横
長
に
使
い
、
祭
壇
を
端
部
か

ら
中
心
に
移
し
、
会
衆
が
そ
の
正
面
と
両
側

の
三
方
か
ら
囲
め
る
よ
う
に
つ
く
り
直
し
た
。

（
図
・
７
）
ホ
ー
ル
型
（
あ
る
い
は
、
ザ
ー
ル

型
）
と
呼
ば
れ
る
巾
広
い
空
間
を
持
つ
教
会

堂
も
生
み
出
さ
れ
た
。
一
階
席
に
お
い
て
、

聖
餐
卓
や
朗
読
台
、
説
教
台
を
会
衆
席
が
取

り
囲
む
だ
け
で
な
く
二
階
席
を
設
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
人
が
、
中
心
に
近
づ
け
る
よ
う
な
試
み
も
発
展
さ
せ
ら

れ
た
。
朗
読
や
説
教
の
言
葉
が
明
瞭
に
聴
き
と
れ
る
よ
う
に
、
音
響
学
的
な
工
夫

が
進
展
し
た
の
も
改
革
派
の
教
会
堂
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
主
の
食
卓
と
み
こ
と

ば
を
、
会
衆
が
ひ
と
つ
に
囲
む
美
し
い
空
間
の
例
は
、
ス
イ
ス
改
革
派
の
つ
く
り

出
し
た
教
会
堂
と
し
て
今
も
残
っ
て
い
る
。（
図
・
８
）

　

改
革
派
の
教
会
が
、
囲
み
方
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
講
義
室
や
公
会
堂
、
劇
場

と
い
っ
た
世
俗
的
な
建
築
空
間
に
近
づ
き
、
空
間
の
聖
な
る
美
し
さ
が
弱
ま
る
こ

と
も
多
か
っ
た
。
楕
円
型
の
平
面
を
横
長
に
使
っ
て
い
た
教
会
堂
を
後
に
、
縦
長

に
使
う
よ
う
に
改
め
た
例
は
、
そ
う
し
た
反
省
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

十
九
世
紀
、
そ
し
て
、
二
十
世
紀
の
教
会
堂
の
建
設
者
達
は
、
こ
う
し
た
反
省

を
問
い
直
し
の
上
に
立
っ
て
様
々
な
空
間
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
。
個
々
の
建
築

家
の
試
み
だ
け
で
な
く
、
集
団
的
な
反
省
も
あ
る
。
一
九
六
四
年
に
始
ま
る
カ
ト

リ
ッ
ク
の
典
礼
改
革
が
、
祭
壇
の
神
秘
性
を
強
調
し
て
き
た
従
来
の
空
間
構
成
を

改
め
、
囲
み
型
の
空
間
を
推
奨
し
た
の
も
そ
の
ひ
と
つ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、

歴
史
的
反
省
を
ふ
ま
え
ず
、
横
長
の
楕
円
形
平
面
で
会
衆
席
を
中
心
に
向
っ
て
傾

斜
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
で
改
革
が
な
っ
た
と
す
る
み
せ
か
け
の
革
新
も
目
に
つ
く
。

　

中
心
を
囲
ん
で
集
ま
り
か
つ
広
が
る
力
と
、
中
心
に
直
面
し
そ
れ
を
熟
視
す
る

力
を
い
か
に
統
合
す
る
か
、
こ
れ
は
教
会
堂
の
建
物
に
お
い
て
、
永
遠
に
問
い
直

さ
れ
る
べ
き
課
題
な
の
で
あ
る
。

図・７　西教会堂、アムステルダム、平面図

１９２１年改装後
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図・８　グラン教会堂　ラ・ショー＝ド＝フォン、スイス

１７９６年完成時
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二
・　
建
築
に
お
い
て
表
現
と
は
何
か

　

建
築
空
間
は
、
そ
の
内
部
に
集
う
人
々
を
、
包
む
込
む
も
の
で
あ
る
。
人
々
は
、

何
に
依
っ
て
集
ま
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
い
か
に
包
ま
れ
て
い
る
の
か
、
建
築

は
そ
れ
を
、
内
に
い
る
人
々
に
共
有
で
き
る
も
の
と
し
、
ま
た
そ
れ
を
外
に
向
っ

て
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
建
築
の
表
現
の
問
題
で
あ
る
。

　

教
会
建
築
に
、
人
々
は
、
単
に
集
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
正
し
く
言
う
な
ら

ば
、
人
々
は
、
呼
び
集
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
呼
び
集
め
ら
れ
た
人
を
ひ
と
つ
に

包
み
、
そ
し
て
同
時
に
呼
び
集
め
た
大
い
な
る
存
在
を
示
す
力
を
も
つ
も
の
は
光

で
あ
る
。
光
は
、
い
か
に
教
会
堂
建
築
を
つ
く
っ
て
き
た
か
。
つ
く
り
得
る
の
か
。

（
１
） 

芸
術
に
お
け
る
制
約
と
自
由

　

全
て
の
建
築
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
も
っ
て
人
を
そ
こ
に
集
め
、
集
ま
っ
た

人
々
を
ひ
と
つ
に
包
む
も
の
で
あ
る
。
住
宅
は
住
む
た
め
に
、
学
校
は
教
え
学
ぶ

た
め
に
、
図
書
館
は
本
を
集
め
、
そ
し
て
読
む
た
め
に
建
て
ら
れ
る
。
何
故
に

人
々
は
そ
こ
に
集
っ
た
の
か
と
い
う
目
的
と
、
い
か
に
人
々
を
包
み
こ
ん
で
い
る

か
と
い
う
そ
の
方
法
を
、
そ
の
内
部
の
空
間
は
適
切
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
、
建
築
空
間
の
内
部
表
現
の
問
題
で
あ
る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
そ
の
内
部
空
間
は
、
外
に
向
っ
て
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

何
故
に
そ
こ
に
人
々
が
集
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
何
を
行
っ
て
い
る
の
か
は
、

外
に
向
っ
て
も
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
は
、
根
本
に
お
い
て
、
内
に
お
い
て

ひ
と
つ
に
ま
と
ま
る
だ
け
で
な
く
、
外
に
い
る
人
に
向
っ
て
も
つ
な
が
っ
て
い
く

こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
ま
た
建
物
と
い
う
物
的
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、

内
部
空
間
を
包
み
込
む
囲
い
、
す
な
わ
ち
壁
や
屋
根
は
、
同
時
に
外
部
空
間
を
も

規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
建
築
は
、
内
と
外
を
、
常
に
同
時
に
つ
く
り
出
す

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
内
に
あ
る
も
の
は
、
必
ず
外
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
を
い
か
に
、
適
切
に
示
す
の
か
、
こ
れ
が
外
部
に
お
け
る
建
築
の
表
現
の
問

題
で
あ
る
。
表
現
と
は
、
そ
も
そ
も
内
に
あ
る
も
の
を
「
表
に
現
す
」
こ
と
で
あ

る
。
英
語
の
�express

       
�
は
、
内
に
あ
る
も
の
を
外
に
向
っ
て
（ex   
）、
押
し
出

す
（press

     
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
内
に
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
内
部
の
意

味
は
、
共
有
さ
れ
て
い
る
の
が
前
提
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
外
に
い
る
人
に

と
っ
て
は
、
そ
れ
は
改
め
て
、
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
建
築
の
表
現
の
問
題
に
お

い
て
、
主
と
し
て
、
外
部
が
問
題
に
さ
れ
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
建
築
空
間
は
（
一
）
快
適
性
、（
二
）
社
会
性
、（
三
）

超
越
性
の
三
つ
の
次
元
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
次
元
を
い
か
に
表
現
す
る

か
が
、
建
築
の
表
現
根
本
問
題
で
あ
る
。
快
適
性
の
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
建
築

は
、
綺
麗
な
も
の
に
は
な
っ
た
と
し
て
も
、
人
の
心
を
動
か
す
美
し
さ
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
美
と
は
、
少
な
く
と
も
建
築
の
美
と
は
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
、
す
な
わ
ち
社
会
性
の
上
に
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
美
し
い
建
築
と
は
、
少
な

く
と
も
第
一
の
次
元
と
第
二
の
次
元
の
適
切
な
表
現
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る

も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
加
え
て
、
第
三
の
超
越
性
の
次
元
の
表
現
が
獲
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得
さ
れ
た
時
、
そ
の
建
築
の
美
は
、
崇
高(sublim

e)

 
      
  

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
な
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
崇
高
な
る
美
と
は
、
決
し
て
巨
大
さ
や
強
さ
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
と
は
限
ら
ず
、
た
と
え
小
さ
く
、
時
に
は
弱
く
と
も
、
超
越
性
と
つ
な
が
っ

た
時
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
建
築
は
、
数
多
く
の

制
約
条
件
の
上
に
生
み
出
さ
れ
る
芸
術
で
あ
り
、
技
術
で
あ
る
。
制
約
条
件
と
は
、

敷
地
条
件
、
経
済
条
件
、
法
規
的
条
件
等
々
、
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
内
で
、
最

も
基
本
的
な
も
の
は
、
重
力
で
あ
る
。
空
間
を
囲
む
囲
い
は
、
重
力
を
支
え
、
重

力
に
抗
し
て
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
原
始
の
昔
か
ら
未
来
永
劫
に
建
築

を
縛
り
続
け
て
い
る
重
力
と
い
う
制
約
条
件
は
、
建
築
の
表
現
を
生
み
出
す
、
最

大
の
力
で
も
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
「
柱
」
も
、
古
代
ロ
ー
マ
の
「
ア
ー
チ
」

も
、
そ
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
の
「
リ
ヴ
・
ヴ
ォ
ー
ル
ド
」
や
「
フ
ラ
イ
ン
グ
・
バ
ッ
ト

レ
ス
（
飛
び
梁
）」
も
、
こ
の
重
力
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
建
築
表
現
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
モ
チ
ー
フ
（m

otif

 
    
）
と
は
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（m

otivation
 
         

）
で
あ
り
、

創
作
の
動
機
な
の
で
あ
る
。

　

壁
、
柱
、
屋
根
と
い
う
建
築
の
基
本
要
素
、
そ
し
て
そ
れ
等
を
構
成
す
る
無
限

の
細
部
が
、
構
築
に
参
加
す
る
。
そ
の
細
部
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
そ
し
て
そ
れ
ら

の
数
限
り
な
い
組
み
合
せ
が
、
そ
し
て
そ
れ
等
が
立
ち
現
わ
れ
る
様
々
な
場
面
が
、

建
築
家
に
と
っ
て
は
全
て
、
表
現
の
モ
チ
ー
フ
と
な
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
、
す
な

わ
ち
制
約
の
内
に
こ
そ
建
築
の
表
現
は
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
制
約
の
内
に
、
い

か
な
る
自
由
を
見
出
す
か
が
、
建
築
家
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
制
約
の
な
い
自
由
の
内
に
こ
そ
、
真
の
芸
術
表
現
が
成
立
す
る
と
い

う
、
芸
術
至
上
主
義
的
な
芸
術
観
は
、
建
築
の
美
を
説
明
で
き
な
い
。
例
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
、
ゴ
ー
チ
ェ
は
、
芸
術
と
は
、
全
く
自
己
目
的
的
で
自
由
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
美
は
た
だ
美
の
み
を
目
的
と
す
べ
き
で
、
他
の
目
的
は
芸
術

を
堕
落
さ
せ
る
と
主
張
し
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
真
に
美
し
い
も
の
は
、
何
の

役
に
も
立
ち
得
な
い
も
の
ば
か
り
だ
。
有
用
な
も
の
は
全
て
醜
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
何
か
の
必
要
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
人
間
の
必
要
と
は
、
そ
の
貧
弱
な
性
質

と
同
じ
く
、
下
劣
で
卑
し
い
か
ら
だ
。
…　

一
軒
の
家
で
最
も
有
用
な
場
所
は
便

所
で
あ
る
。」

　

こ
う
し
た
見
方
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
芸
術
の
内
に
強
く
表
れ
て
い
る
。
ロ

マ
ン
派
の
芸
術
が
、
現
実
を
離
れ
て
、
遠
い
過
去
や
異
国
に
向
っ
た
の
は
そ
の
故

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
芸
術
と
並
行
し
て
発
展
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
・

美
学
は
、
そ
の
考
え
方
を
更
に
徹
底
さ
せ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
最
も
高
級
な
芸
術

美
は
、
絵
画
・
音
楽
・
そ
し
て
詩
の
内
に
あ
り
、
彫
刻
は
重
力
の
制
約
の
内
に
あ

る
の
で
そ
の
下
位
に
な
り
、
さ
ら
に
実
用
と
い
う
制
約
を
重
ね
持
つ
建
築
は
、
最

下
位
に
あ
る
と
し
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
建
築
に
は
、
有
用
な
目
的
の

た
め
に
役
立
つ
と
い
う
使
命
が
あ
る
。
…　

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
言
う
意

味
で
の
芸
術
と
は
言
え
な
い
。」
と
断
言
す
る  
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
も
そ
も
、
芸
術
は
、
本
来
実
用
の
役
に
立
た
な
い
も
の
だ
っ

た
の
か
、
制
約
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
も
の
な
の
か
、
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
絵
画
や
彫
刻
が
、
あ
る
い
は
バ
ッ
ハ
の
音
楽
が
、
何
の

役
に
も
立
た
ず
、
自
己
目
的
以
外
の
目
的
を
持
た
な
か
っ
た
の
か
、
問
う
て
み
る

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
美
学
上
の
議
論
に
立
ち
入
る
こ

と
は
避
け
る
こ
と
に
す
る
。

（
６
）
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し
か
し
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
間
の

本
性
が
下
劣
で
卑
し
い
も
の
と
考
え
る
か
否
か
で
、
芸
術
の
見
方
が
ふ
た
つ
に
分

か
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
人
間
の
本
性
が
、
醜
い
も
の
と
さ
れ
る
な
ら
、
現
実

の
生
活
に
関
る
こ
と
も
卑
し
い
も
の
と
な
ろ
う
。
美
は
、
で
き
る
だ
け
そ
こ
か
ら

遠
く
離
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
理
論
家
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
う

よ
う
に
、「
芸
術
は
、
そ
れ
自
体
で
絶
対
で
あ
り
、
従
っ
て
他
の
目
的
を
も
た
ず
、

ま
た
実
用
的
な
事
柄
で
も
な
い
」、
そ
う
い
う
地
平
に
し
か
生
ま
れ
な
い
こ
と
に

な
る
。

　

し
か
し
、
反
対
の
見
方
も
成
立
す
る
。
人
が
、
本
来
良
き
も
の
と
し
て
つ
く
ら

れ
た
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
か
た
ち
に
す
る
行
為
が
、
美
と
な
ら

ず
ど
う
な
ろ
う
か
。
宗
教
学
者
に
し
て
美
学
者
で
あ
る
Ｇ
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー

ウ
は
「
芸
術
と
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
芸
術
と
宗
教
に
つ
い
て
深
い
洞
察
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
言
う
。「
建
築
は
、
多
様
な
儀
式
と
行
為
に
関
る
聖
な
る
技
芸
で
あ

る
。
…
そ
の
不
可
避
的
な
実
用
性
の
故
に
、
建
築
術
は
、
本
源
的
な
社
会
性
を
持

ち
続
け
て
い
る
。
宗
教
的
な
も
の
は
、
実
用
性
に
反
比
例
し
て
芸
術
に
存
在
す
る

の
で
は
な
く
、
正
比
例
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
…
キ
リ
ス
ト
が
、
大
工
職
人

に
な
り
た
い
と
願
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
は
芸
術
家
で
あ
り
、

同
時
に
普
通
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
芸
術
家
と
は
異
常
な
人
間
、

〔
天
才
〕、
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
謙
虚
で
、
そ
れ
故
、
己
の
責
務
を
弁
ま
え
て
い

る
普
通
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
家
の
こ
の
働
き
は
、
建
築
の
棟
梁
に
よ
っ
て
最

も
純
粋
に
表
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
彼
の
つ
く
っ
た
も
の
は
、
気
高
い
も
の
と
な
る
。

最
も
深
い
謙
虚
の
気
持
ち
が
、
最
も
大
き
く
強
い
成
果
を
生
む
の
だ
。」

　

そ
し
て
レ
ー
ウ
は
、
そ
の
著
作
を
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
る
。「
人
の
美
し
い

業
の
中
に
、
神
の
業
の
特
質
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
可
能

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
神
自
身
が
、
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
特
質
を
こ

の
世
の
彼
の
創
造
物
に
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
神
自
身
が
、
こ
の
人
間
世

界
に
自
ら
の
姿
を
与
え
、
自
ら
形
を
と
り
、
そ
し
て
人
々
の
ひ
と
り
と
し
て
働
い

た
な
ら
ば
、
人
間
世
界
の
全
て
、
神
の
栄
光
の
表
れ
で
あ
る
芸
術
と
宗
教
の
、
光

輝
あ
る
多
用
性
を
賛
美
す
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
可
能
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と  
。
建
築
が
、
芸
術
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為

の
う
ち
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
２
） 

教
会
堂
に
お
い
て
表
現
と
は
何
か

　

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
も
っ
て
、
様
々
な
建
築
に
人
々
が
集
っ
て
く
る
よ
う
に
、

教
会
堂
に
も
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
教
会
堂
に
、
人
々
は
、
た
だ

集
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
教
会
堂
に
人
々
は
、
呼
び
集
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

従
っ
て
教
会
堂
の
建
築
は
、
人
々
の
集
合
す
る
か
た
ち
を
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、

人
々
を
呼
び
集
め
た
力
を
、
そ
の
力
を
持
つ
超
越
的
な
存
在
を
表
に
現
わ
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
教
会
堂
が
、
聖
な
る
美
し
さ
を
得
る
の
は
、
そ
の
時
で
あ
る
。

　

建
築
は
、
そ
れ
を
建
築
の
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
、
細
部
と
仕
上
、
そ
れ
ら
の
構
成

と
、
そ
れ
ら
が
立
ち
現
れ
る
場
面
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
力
を
尽
す
。
空
間
全

体
の
か
た
ち
、
す
な
わ
ち
平
面
、
立
面
、
断
面
の
形
状
の
決
定
に
お
い
て
は
勿
論

の
こ
と
、
入
口
の
扉
ひ
と
つ
、
階
段
の
手
す
り
ひ
と
つ
、
壁
の
塗
り
方
、
板
の
張

（
７
）
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り
方
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
彼
に
と
っ
て
は
表
現
の
機
会
な
の
だ
。
先
程
の
フ
ァ

ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
神
の
創
造
を
模
倣
す
る
機
会
」
な

の
だ
。
た
だ
し
、「
最
大
の
謙
虚
の
う
ち
に
お
い
て
」
で
あ
る
が
。

　

あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
を
つ
く
り
上
げ
る
素
材
、
色
彩
、
そ
し
て
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
が
、

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
無
数
に
あ
る
建
築
の
素
材
の

う
ち
で
、
建
築
家
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
は
、
光
で
あ
る
。

光
は
包
み
、
そ
し
て
天
よ
り
降
り
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
下
降
の
内
に
、
人
々
を

上
に
誘
う
の
で
あ
る
。

　

光
こ
そ
、
人
々
が
ひ
と
つ
に
集
る
か
た
ち
と
、
人
々
を
呼
び
集
め
た
力
を
、
同

時
に
、
か
つ
全
体
に
示
す
の
で
あ
る
。

　

建
築
家
ル
イ
ス
・
Ｉ
・
カ
ー
ン
は
、「
構
築
体
が
光
を
与
え
、
光
が
空
間
を
つ
く

る
（Structure

gives
L

ight
m

akes
Space

                  
       
           
）
と
言
っ
た
。
又
フ
ラ
ン
ク
・
ロ

イ
ド
・
ラ
イ
ト
は
、「
今
や
、
光
に
よ
っ
て
造
形
せ
よ
、
拡
散
す
る
光
、
反
射
す
る

光
、
屈
折
す
る
光
…
」
と
述
べ
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
は
、「
光
は
、
私
に
と
っ
て
、

建
築
の
最
も
重
要
な
根
底
で
す
。
私
は
光
に
よ
っ
て
構
築
す
る
の
で
す
」
と
語
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
建
築
家
の
創
作
に
お
け
る
光
の
本
質
的
な

役
割
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て

も
、
建
築
を
創
る
す
べ
て
の
人
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
生
み
出
し
た
と
さ
れ
る
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
長
シ
ュ
ジ
エ
ー
ル

は
、
そ
の
修
道
院
聖
堂
の
内
陣
が
完
成
し
た
時
の
喜
び
を
、
次
の
よ
う
な
文
字
に

し
て
そ
の
壁
に
刻
ん
だ
。

　
「
…
（
教
会
堂
）
全
体
は
、
最
も
聖
な
る
窓
の
、
驚
く
べ
き
か
つ
妨
げ
ら
れ
ざ
る

光
に
よ
り
て(Sacritissim

arum
vitrearum

luce
m

 
           
    
           
         

irabilis
et

continua)

                       

内

な
る
美
を
ば
輝
き
に
出
し
ぬ
。
…
」

　

光
が
教
会
の
、
す
な
わ
ち
集
る
人
々
と
そ
れ
を
包
む
空
間
の
、
本
質
で
あ
る
こ

と
は
、
す
で
に
聖
書
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、「
創
世
記
」
の
第
一
章
「
神
は
言
わ
れ
た
。『
光
あ
れ
。』
こ
う
し
て
光
が
あ
っ

た
。」
と
い
う
力
強
い
宣
言
に
始
ま
り
、
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。「
ヨ
ハ
ネ

福
音
書
」
で
は
「
初
め
に
、
み
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
…
み
こ
と
ば
の
う
ち
に
命
が

あ
っ
た
。
こ
の
命
は
人
間
の
光
で
あ
っ
た
。
光
は
闇
で
輝
い
て
い
る
。
闇
は
光
に

打
ち
勝
て
な
か
っ
た
。
…
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
真
の
光
は
こ
の
世
に
来
た
」
と

輝
か
し
く
は
ず
む
よ
う
な
言
葉
で
讃
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
、「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」

に
お
い
て
は
、「
都
は
神
の
栄
光
に
包
ま
れ
て
い
た
。
…
こ
の
都
に
は
、
そ
れ
を
照

ら
す
太
陽
も
月
も
必
要
が
な
い
。
神
の
栄
光
が
都
を
照
ら
し
、
子
羊
が
都
の
あ
か

り
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
天
上
の
エ
ル
サ
レ
ム
の
具
体
的
な
姿
と
し
て

叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
教
会
堂
の
初
代
の
建
設
者
達
に
お
い
て
も
、
は
っ
き
り
と
自
覚

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
信
者
達
が
、
太
陽
の
光
の
と
ど
か
ぬ
地
下
で
集
っ

て
い
た
時
、
光
は
、
食
卓
の
上
の
油
の
灯
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
小
さ
く

と
も
、
中
心
を
示
す
に
は
充
分
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
よ
う
や
く
、

信
者
達
の
集
り
が
地
上
に
現
れ
出
た
時
、
そ
の
貧
し
く
小
さ
い
建
物
の
内
に
注
ぎ

入
る
一
片
の
日
光
を
彼
等
は
精
一
杯
の
知
恵
と
力
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
建
物

の
内
壁
、
天
井
を
覆
う
モ
ザ
イ
ク
に
よ
っ
て
、
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

モ
ザ
イ
ク
を
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
色
や
形
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
絵
画
と
し
て
鑑
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賞
し
あ
る
い
は
評
価
す
る
こ
と
は
、
勿
論
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
モ
ザ
イ

ク
の
持
つ
意
味
を
、
そ
の
こ
と
だ
け
に
限
定
し
て
は
い
け
な
い
。
モ
ザ
イ
ク
と
は
、

建
築
の
内
壁
を
、
光
に
輝
く
面
を
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
内
部
空
間
を
光
の
量

魂
に
か
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
建
築
空
間
を
包
む
重

厚
な
石
や
煉
瓦
の
構
造
壁
に
、
大
き
な
開
口
部
を
設
け
る
技
術
も
無
く
、
ま
た
よ

う
や
く
開
い
た
開
口
部
に
は
め
る
た
め
に
は
、

ガ
ラ
ス
で
は
な
く
大
理
石
の
薄
板
を
用
い
る

し
か
無
か
っ
た
時
代
に
、
よ
う
や
く
室
内
に

導
き
入
れ
た
貴
重
な
外
光
を
、
で
き
る
だ
け

長
く
空
間
内
に
留
ま
ら
せ
る
方
法
が
、
モ
ザ

イ
ク
に
よ
る
反
射
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
ザ
イ

ク
壁
と
は
、
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
、
そ
の
複
雑
で
多
彩
な
意
味

が
理
解
で
き
る
。（
図
・
９
）

　　

東
方
教
会
が
つ
く
り
出
し
た
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
の
建
築
は
、
光
り
輝
き
、
互
い

に
反
射
し
あ
う
内
壁
が
つ
く
り
出
す
内
部
空
間
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
。
ド
ー
ム

が
重
な
り
合
う
構
造
が
つ
く
り
出
す
形
態
は
、
空
間
が
内
部
か
ら
外
に
向
っ
て
膨

れ
あ
が
り
盛
り
上
が
る
か
の
よ
う
な
表
現
を
つ
く
り
出
し
、
内
壁
を
く
ま
な
く

覆
っ
て
輝
く
モ
ザ
イ
ク
画
や
フ
レ
ス
コ
画
が
、
こ
の
空
間
の
膨
張
す
る
よ
う
な
力

を
生
み
出
し
た
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
は
、
美
術
史
に
お
い
て
は
、
多
彩
な
装
飾
的

細
部
を
も
っ
て
そ
の
特
徴
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
豊
富
な
細
部
が

空
間
の
充
実
と
膨
張
と
い
う
一
点
に
む
か
っ
て
結
集
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
す

な
ら
ば
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
建
築
の
本
質
は
理
解
で
き
な
い
。（
図
・　

）
１０

　

一
方
、
西
方
教
会
の
空
間
は
、
厚
く
重
い

石
の
壁
に
閉
ざ
さ
れ
て
、
暗
黒
の
内
に
沈
ん

で
い
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な

い
。
暗
い
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
教
会
堂
に
足
を
踏

み
入
れ
た
人
は
、
急
が
ず
、
静
か
に
待
つ
べ

き
で
あ
る
。
し
ば
し
の
後
自
己
の
目
の
瞳
孔

の
開
い
た
時
、
厚
い
石
の
壁
を
穿
っ
て
開
か

れ
た
開
口
を
通
し
て
射
し
込
む
わ
ず
か
な
光

が
、
そ
の
厚
い
石
の
間
を
通
る
際
に
金
色
に

染
ま
り
、
そ
の
光
が
室
内
を
満
た
し
て
い
る

の
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
厚
い
壁
に
開
か
れ

た
開
口
部
を
通
る
光
の
効
果
を
最
大
限
に
利

用
し
、
内
部
空
間
を
聖
な
る
光
の
塊
と
し
て

表
現
し
た
素
晴
ら
し
い
例
は
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン

ス
に
残
る
十
二
世
紀
の
シ
ト
ー
会
修
道
院
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
・　

）
ロ
マ
ネ
ス

１１

ク
様
式
の
う
ち
で
も
、
外
光
の
乏
し
い
ノ
ル

マ
ン
デ
ィ
地
方
の
ノ
ル
マ
ン
・
ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
は
、
こ
の
よ
う
に
壁
体
を
通
過
す
る
光
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を
、
様
々
に
受
け
取
り
反
射
さ
せ
る
間
に
部
の
細
部
や
、
柱
列
を
効
果
的
に
利
用

し
た
。

　

ゴ
シ
ッ
ク
様
式
に
お
い
て
、
内
部
空
間
は
光
の
量
塊
と
な
っ
て
結
晶
し
た
。
ゴ

シ
ッ
ク
の
空
間
の
内
に
足
を
踏
み
入
れ
た
人
は
、
石
に
囲
ま
れ
た
空
間
の
中
に

入
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
光
の
か
た
ま
り
そ
の
も
の
の
中
に
突
入
し
た
と
感
じ
る
。

（
図
・　

）
ゴ
シ
ッ
ク
に
お
い
て
、
光
は
室
内

１２

そ
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
空
間
は
、
リ
ヴ
・
ヴ
ォ
ー
ル
ト
と
フ
ラ
イ

ン
グ
・
バ
ッ
ト
レ
ス
と
い
う
驚
嘆
す
べ
き
構

造
技
術
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
技

術
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
、
ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
の
内
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

ゴ
シ
ッ
ク
の
建
築
家
の
手
に
よ
っ
て
ひ
と
つ

に
結
集
さ
れ
、
爆
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

時
の
驚
き
と
喜
び
は
、
先
に
述
べ
た
、
サ
ン
・

ド
ニ
修
道
院
長
、
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ル
の
「
驚
く
べ
き
か
つ
妨
げ
ら
れ
ざ
る
光
」
と
い

う
言
葉
が
良
く
示
し
て
い
る
。
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
こ
の
新
し
い
構
造
技
術
が

つ
く
り
出
し
た
広
い
開
口
部
を
通
し
て
流
れ
こ
む
「
驚
く
べ
き
光
」
を
、
さ
ら
に

強
調
し
、
多
彩
に
す
る
も
の
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
は
、
内
部
空
間
に
お
け
る
光
、
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら

ば
、
次
に
続
く
バ
ロ
ッ
ク
建
築
の
予
備
段
階
に
過
ぎ
な
い
。
十
五
世
紀
の
ル
ネ
サ

ン
ス
が
、
古
代
建
築
の
形
式
に
従
っ
て
捉
え
直
し
た
建
築
の
構
成
方
法
は
幾
何
学

的
で
明
晰
な
建
築
形
態
を
つ
く
り
出
し
た
が
、
そ
の
内
部
に
独
自
な
空
間
を
獲
得

す
る
に
至
っ
た
の
は
十
六
世
紀
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
時
代
を
経
て
、
十
七
世
紀
の

バ
ロ
ッ
ク
に
至
っ
た
時
で
あ
る
。
バ
ロ
ッ
ク
の
建
築
家
達
は
、
古
典
的
な
建
築
構

成
の
力
強
い
量
塊
の
上
部
の
一
点
か
ら
、
内
部
に
向
っ
て
、
外
光
を
劇
的
に
導
入

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
た
と
え
ば
、
ロ
ー
マ
に
あ
る
ベ
ル
ニ
ー
ニ
設
計
の
サ
ン

タ
・
ア
ン
ド
レ
ア
教
会
堂
は
そ
う
し
た
光
の
扱
い
方
の
、
ひ
と
つ
の
始
ま
り
を
示

し
て
い
る
。（
図
・　

）
上
か
ら
降
り
注
ぐ
光
。
そ
の
光
の
中
を
、
天
使
や
聖
人
の

１３

細
か
い
彫
刻
が
上
昇
し
、
見

る
人
の
心
も
共
に
誘
わ
れ
て

浮
揚
す
る
。
闇
と
光
の
劇
的

な
対
比
、
豊
富
な
彫
刻
は
、

全
て
こ
の
光
の
効
果
に
参
加

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

十
八
世
紀
、
十
九
世
紀
に

お
け
る
様
々
な
、
復
古
的
な
様
式
の
流
れ
、
そ
し
て
二
十
世
紀
に
お
け
る
新
し
い

空
間
の
動
き
の
中
で
、
光
を
空
間
化
し
、
空
間
を
光
と
し
て
具
体
化
し
よ
う
と
す

る
試
み
は
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
光
は
建
築
家
に
と
っ
て
、
親
し
い
伴
侶
で
あ
る
と

共
に
、
永
遠
の
目
標
な
の
で
あ
る
。

　

光
は
天
よ
り
下
り
、
人
々
を
包
み
、
そ
し
て
再
び
天
に
昇
る
。
そ
れ
を
ひ
と
つ

の
教
会
堂
の
か
た
ち
と
し
て
ど
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
の
か
、
そ
れ
は
繰
り
返
し
、

永
遠
に
立
ち
向
う
べ
き
課
題
と
し
て
私
達
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
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「〔
美
〕
の
弟
子
と
な
っ
た
芸
術
家
は
、
自
分
が
決
し
て
表
現
で
き
ぬ
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
そ
の
作
品
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
常
に
新
た
に
始
め
ら
れ
る
発
見

の
一
段
階
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
作
品
は
、
無
限
の
領
域
の
中
で
、〔
美
〕
が
自
分
の

魂
の
中
に
呼
び
さ
ま
す
、
手
探
り
の
よ
う
な
も
の
を
表
す
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て

こ
の
〔
美
〕
自
身
は
、
す
べ
て
の
つ
な
が
り
を
絶
ち
、
神
秘
の
う
ち
に
自
ら
を
隠

し
て
い
る
。

　

だ
れ
も
そ
の
〔
美
〕
が
何
で
あ
る
か
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
そ
の

光
の
柱
の
中
で
、〔
そ
れ
〕
が
私
達
の
う
ち
に
描
き
出
す
、
目
の
く
ら
む
よ
う
な
陰

を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
〔
美
〕
が
、
何
で
な
い
か
、
を
言
い
得
る
の
み
で
あ
る
。」

（
モ
ー
リ
ス
・
ズ
ン
デ
ル
「
内
な
る
福
音
」）

注（
１
）　

ル
ロ
ワ
＝
グ
ー
ラ
ン
、
ア
ン
ド
レ
「
身
ぶ
り
と
言
葉
」
荒
木
享
訳　

新
潮
社

　

一
九
七
三
年

（
２
）　

ボ
ル
ノ
ウ
、
オ
ッ
ト
ー
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
「
人
間
と
空
間
」
大
塚
恵
一
訳

　

せ
り
か
書
房　

一
九
八
八
年

（
３
）　

石
毛
直
道
「
住
居
空
間
の
人
類
学
」
鹿
島
出
版
会　

一
九
七
二
年

（
４
）　

エ
リ
ア
ー
デ
、
ミ
ル
チ
ャ
「
聖
と
俗
」
風
間
敏
夫
訳　

法
政
大
学
出
版
局　

一
九
六
九
年

（
５
）　

パ
ス
カ
ル
、
ブ
レ
ー
ズ
「
パ
ン
セ
」
前
田
陽
一
・
由
木
康
訳　

中
央
公
論
社

　

一
九
六
六
年

（
６
）　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
「
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
」

西
尾
幹
二
訳　

中
央
公
論
社　

一
九
七
八
年

（
７
）　

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
「
芸
術
と
聖
な
る
も
の
」
小
倉
重
夫
訳　

せ
り
か

書
房　

一
九
八
〇
年
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付　

聖
学
院
大
学
礼
拝
堂
の
設
計
過
程　
　
　
　
　
　

浜　

野　

次　

郎

　

礼
拝
堂
の
設
計
は
の
べ
七
年
に
お
よ
ぶ
が
、
会
衆
席
の
配
置
、
外
観
、
光
の
扱

い
方
な
ど
空
間
の
特
質
を
決
定
す
る
ス
タ
デ
ィ
が
集
中
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
は

一
九
九
七
年
か
ら
九
八
年
と
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
〇
三
年
に
か
け
て
の
二
つ
の
時

期
で
あ
る
。
設
計
過
程
を
前
期
案
、
後
期
案
に
分
け
て
ス
タ
デ
ィ
ス
ケ
ッ
チ
の
一

部
を
示
し
つ
つ
、
最
終
案
に
至
る
設
計
案
の
展
開
過
程
を
概
観
す
る
。

一
、
前
期
案
（
一
九
九
七
〜
九
八
）

　

計
画
規
模
は
、
座
席
数
最
大
八
百

名
。
し
か
し
通
常
は
三
百
人
以
下
の

集
会
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

八
百
席
を
用
い
る
の
は
入
学
式
、
卒

業
式
、
ク
リ
ス
マ
ス
等
の
特
別
な
場

合
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
変
化
に
対

応
す
る
た
め
、
平
土
間
部
分
を
二
層

の
会
衆
席
で
周
囲
を
取
り
囲
む
構
成

が
と
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン

タ
ー
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
ハ
ウ
ス
（
現
緑

聖
ホ
ー
ル
）
は
礼
拝
堂
の
地
下
階
に

併
設
さ
れ
た
。

前
期
案
―
１
（
水
彩
ス
ケ
ッ
チ
、
昼
景
お
よ
び
夜
景
）
九
七
年
八
月

　

空
間
全
体
を
、
光
り
輝
く
多
面
体
の
ガ
ラ
ス
壁
で
包
み
込
む
最
も
初
期
の
イ

メ
ー
ジ
。
全
体
の
平
面
形
は
二
つ
の
正
方
形
を
四
十
五
度
回
転
し
て
組
み
合
わ
せ

た
星
形
で
、
そ
れ
を
大
き
く
ひ
と
つ
の
屋
根
が
覆
う
。
建
物
に
は
、
敷
地
の
斜
面

下
側
、
基
壇
部
分
か
ら
入
る
。
夜
に
は
礼
拝
堂
全
体
が
内
部
か
ら
輝
く
光
の
量
塊

と
な
る
。

前
期
案
―
２
（
平
面
・
断
面
・
立
面
ス
ケ
ッ
チ
）
九
七
年
八
月

　

平
面
形
は
同
じ
星
形
で
あ
る
が
、
周
辺
部
の
屋
根
を
下
げ
、
屋
根
の
頂
点
を
講

壇
上
部
に
移
し
、
そ
こ
か
ら
天
空
光
を
導
き
入
れ
る
。
屋
根
は
折
り
曲
が
り
つ
つ

連
続
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
正
面
に
大
き
な
庇
が
と
り
つ
く
。
光
は
、
中
央
の

溝
壇
を
強
調
す
る
天
井
か
ら
の
光
と
、
周
辺
の
小
空
間
を
強
調
す
る
縦
長
窓
に
特

化
さ
れ
、
全
体
を
包
む
連
続
ガ
ラ
ス
壁
は
消
え
て
い
る
。
前
期
案
―
１
の
開
放
的

な
ガ
ラ
ス
画
に
対
し
壁
面
の
窓
は
縦
長
の
抑
制
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
内
部
に
お
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前期案－１　水彩スケッチ、昼景および夜景

前期案－２　立面スケッチ

前期案－２　平面スケッチ
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け
る
求
心
的
な
空
間
の
高
ま
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

前
期
案
―
３　
（
平
面
ス
ケ
ッ
チ
）
九
七
年
八
月

　

講
壇
に
向
か
う
視
線
の
方
向
性
を
強

め
る
一
方
で
、
そ
れ
を
会
衆
が
ひ
と
つ

に
囲
む
求
心
性
を
強
化
す
る
た
め
の

様
々
な
ス
タ
デ
ィ
の
ひ
と
つ
。
中
心
の

平
土
間
空
間
を
四
十
五
度
の
方
向
か
ら

直
方
形
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
囲
む
試
み
。
四

つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
奥
行
・
間
口
を
変
化

さ
せ
る
こ
と
で
、
付
属
的
な
部
屋
や
必

要
機
能
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
正
面
に
は
内
部
化
さ
れ
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ロ
ビ
ー
が
、
講
壇
奥
に
は
洗
礼

槽
が
配
置
さ
れ
る
。

前
期
案
―
４　
（
平
面
・
立
面
ス
ケ
ッ
チ
）
九
七
年
九
月

　

中
央
頂
部
に
ク
ー
ポ
ラ
が
立
ち
上
が
る
八
角
形
平
面
を
ガ
ラ
ス
の
多
面
体
が
包

む
案
。
内
部
に
は
バ
ル
コ
ニ
ー
席
と
天
井
ス
ラ
ブ
を
支
え
て
十
六
本
の
柱
が
立
つ
。

前
期
案
―
３
で
あ
ら
わ
れ
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ロ
ビ
ー
は
拡
大
さ
れ
、
会
衆
を
導
く

独
立
し
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
講
壇
は
実
施
案
と
は
反
対
に
東
に
置
か

れ
、
メ
イ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
は
西
側
に
と
ら
れ
て
い
る
。
礼
拝
堂
の
脇
に
は
小
規
模

な
カ
リ
ヨ
ン
塔
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
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前期案－３　平面スケッチ

前期案－４　立面スケッチ

前期案－４　平面スケッチ

前期案－２　断面スケッチ

前期案－２　立面スケッチ
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前
期
案
―
５
（
平
面
図
―
外
観
・
内
観
・
夜
景
透
視
図
）
九
七
年
十
一
月

　

八
角
形
を
な
す
会
衆
席
を
、
大
き
く
正
方
形
の
外
壁
で
囲
み
、
そ
の
角
に
光
の

筒
を
立
て
て
外
光
を
導
く
案
。「
聖
学
院
報
十
八
号
」
に
示
さ
れ
た
計
画
案
は
こ
の

時
の
も
の
で
あ
る
。

前
期
案
―
６
（
平
面
・
断
面
・
立
面
ス
ケ
ッ
チ
）
九
八
年
一
月

　

礼
拝
堂
全
体
は
ガ
ラ
ス
ブ
ロ
ッ
ク
の
ス
ク

リ
ー
ン
で
囲
ま
れ
、
再
び
輝
く
光
の
壁
に
包

ま
れ
る
。
八
角
形
の
会
衆
席
部
分
の
配
列
は

前
案
と
同
じ
で
あ
る
が
、
司
式
者
と
会
衆
席

が
聖
餐
卓
と
説
教
台
、
聖
書
台
を
四
方
か
ら

取
り
囲
む
最
終
案
に
つ
な
が
る
講
壇
ま
わ
り

の
構
成
が
確
定
。
同
時
に
講
壇
の
背
部
に
通

路
を
と
る
な
ど
様
々
な
動
線
へ
の
対
応
が
検

討
さ
れ
て
い
る
。
屋
根
の
形
は
大
小
の
三
角

形
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
多
面
体
で
あ
り
、

最
終
案
の
内
部
天
井
の
イ
メ
ー
ジ
の
萌
芽
が

見
ら
れ
る
。
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前期案－５　平面図

前期案－５　外観透視図

前期案－６　立面スケッチ

前期案－６　平面スケッチ 前期案－６　立面スケッチ

前期案－５　内観透視図

前期案－５　夜景透視図
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二
、
後
期
案
（
二
〇
〇
二
〜
〇
三
）

　

建
設
計
画
は
土
地
の
取
得
お
よ
び
周
辺
道
路
の
整
備
の
た
め
に
、
基
本
設
計
完

了
後
一
時
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
二
年
に
設
計
が
再
び
開
始
さ
れ

た
。
こ
の
間
に
計
画
規
模
は
最
大
千
席
に
拡
大
さ
れ
、
学
長
室
・
教
授
会
室
・
学

生
食
堂
等
を
含
む
付
属
棟
を
同
時
に
建
設
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変
更
が

あ
っ
た
。
礼
拝
堂
が
単
独
で
丘
の
上
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
付
属
棟
に
囲
ま
れ
た

中
庭
に
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
建
築
の
全
体
形
は
よ
り
単
純
な
も
の
と
な
っ
て

い
っ
た
。

後
期
案
―
１
（
平
面
・
断
面
・
立
面
ス
ケ
ッ
チ
）
〇
二
年
六
月

　

収
容
人
数
の
増
し
た
会
衆
席
を
効
率
的
に
設
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
方
形
平
面

の
ス
タ
デ
ィ
。
正
面
に
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
が
置
か
れ
、
聖
餐
卓
、
洗
礼
槽
、
十
字

架
が
直
線
上
に
配
置
さ
れ
る
。
立
面
に
お
い
て
は
、
等
間
隔
で
な
ら
ぶ
開
口
部
や

講
壇
脇
に
立
ち
上
が
る
光
の
塔
な
ど
の
垂
直
的
な
要
素
と
、
建
物
の
頂
部
に
水
平

に
ま
わ
る
屋
根
の
対
比
が
特
徴
と
な
る
。
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前期案－６　断面スケッチ

前期案－６　断面スケッチ

後期案－１　平面スケッチ

後期案－１　立面スケッチ

後期案－１　断面スケッチ

後期案－１　断面スケッチ
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自
然
光
を
天
井
側
面
よ
り
導
く
試
み

も
な
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
ヨ
ン
塔
も

キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

大
規
模
な
も
の
と
な
る
。

後
期
案
―
２
（
屋
根
伏
・
断
面
・
立
面
ス
ケ
ッ
チ
）
〇
二
年
八
月

　

中
央
部
屋
根
に
楕
円
形
と
い
う
新
し
い
形
態
が
あ
ら
わ
れ
、
再
度
囲
み
型
の
空

間
構
成
が
強
調
さ
れ
る
。
天
井
面
は
緩
や
か
な
ド
ー
ム
状
の
も
の
と
な
る
。
二
階

会
衆
席
は
依
然
と
し
て
勾

配
屋
根
で
覆
わ
れ
て
い
る
。

後
期
案
―
３
（
平
面
・
立
面
・
断
面
ス
ケ
ッ
チ
）
〇
二
年
九
月

　

二
階
会
衆
席
全
体
が
楕
円
形
へ
と
発
展
し
、
一
階
約
四
百
席
、
二
階
六
首
席
と

い
う
比
率
が
確
定
す
る
。
一
階
の
会
衆
席
は
反
転
曲
線
を
な
す
厚
い
壁
に
よ
っ
て

包
ま
れ
、
周
囲
を
通
路
が
と
り
ま
く
。
礼
拝
空
間
は
大
地
か
ら
立
ち
上
が
る
円
筒

形
の
重
厚
な
壁
に
包
ま
れ
、
一
方
そ
れ
と
対
比
的
に
階
段
室
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ロ
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後期案－１　立面スケッチ

後期案－２　断面スケッチ

後期案－２　断面スケッチ

後期案－２　立面スケッチ

後期案－２　立面スケッチ後期案－２　屋根伏スケッチ
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ビ
ー
等
は
軽
快
な
長
方
形
の
壁
に
包
ま
れ
て
そ
の
周
囲
に
置
か
れ
る
。
間
接
的
に

天
井
面
を
照
ら
す
帯
状
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ト
が
壁
の
最
上
部
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
う

し
て
長
期
に
お
よ
ぶ
設
計
が
大
き
く
最
終
形
に
む
か
っ
て
結
晶
化
し
た
。

三
、
最
終
案
（
平
面
図
／
断
面
図
）
二
〇
〇
四
年
十
一
月

　

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ロ
ビ
ー
（
ナ
ル
テ
ッ
ク
ス
）
お
よ
び
階
段
室
を
、
よ
り
透
明
で

皮
膜
的
な
表
現
と
し
礼
拝
空
間
と
の
対
比
が
強
調
さ
れ
る
。
短
大
記
念
室
に
天
空

光
を
導
き
入
れ
る
十
二
角

錘
の
特
色
あ
る
天
井
を
設

け
る
、
カ
リ
ヨ
ン
塔
の
頂

郡
に
ガ
ラ
ス
パ
イ
プ
を
用

い
る
な
ど
細
部
の
デ
ザ
イ

ン
が
練
り
上
げ
ら
れ
て
い

く
が
、
基
本
と
な
る
意
匠

は
二
〇
〇
二
年
九
月
の
ス

ケ
ッ
チ
に
よ
っ
て
決
定
さ
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後期案－３　１階平面スケッチ

後期案－３　断面スケッチ

後期案－３　２階平面スケッチ

後期案－３　断面スケッチ

後期案－３　立面スケッチ

後期案－３　立面スケッチ最終案　１階平面図
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れ
て
い
る
。

四
、
ま
と
め

　

最
終
案
へ
い
た
る
設
計
案
の
変
遷
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
か
ら
は
、
個
別

的
な
ア
イ
デ
ア
が
融
合
し
新
た
な
全
体
が
生
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
過
去
の
建
築
要

素
が
ス
ケ
ー
ル
を
変
え
再
び
姿
を
あ
ら
わ
す
な
ど
、
大
き
く
螺
旋
を
描
く
よ
う
に

形
が
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
様
が
み
て
と
れ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
案
に
お
け
る
形
態
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
は
一
見
不
連
続
に
も
み

え
る
が
、「
重
い
壁
と
軽
い
皮
膜
」、
外
に
向
か
っ
て
輝
く
光
と
穏
や
か
に
空
間
を

満
た
す
光
」、「
講
壇
に
む
か
う
方
向
性
と
会
衆
席
が
つ
く
る
集
中
性
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
次
元
で
対
立
す
る
要
素
を
共
存
さ
せ
、
調
和
を
求
め
る
目
標
は
一
貫
し

て
い
る
。
こ
の
礼
拝
堂
に
実
現
し
た
「
千
人
を
収
容
し
、
か
つ
小
規
模
な
集
会
に

お
け
る
親
密
さ
を
も
ち
」「
静
寂
と
共
に
活
気
の
あ
る
」
両
義
的
な
空
間
特
性
は
こ

う
し
た
設
計
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
た
。
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最終案　２階平面図

最終案　断面図
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The Meaning and the Expression of the Christian Church 
Architecture.

Hisao KOHYAMA

　The space of architecture exists, essentialy, in three dimensions.  The first dimension is to protect 

physical existence of a man.  The second is to materialize social relationship of people in form, and 

the third is to relate a human being to transcendental being.

　This paper is to discuss how these three dimensions of architecture have been expressed and devel-

oped in the history of Christian architecture, referring historical examples since early Christian 

through medieval, renaissance and reformation period and up to contemporary.

　At the end, transformation of the architectural concepts in the design process of the Seigakuin Uni-

versity chapel is reviewed in terms of these three dimensions.

 
Key words:　architectural space, gathering, expression, light, sacrednesss
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