
　イ
タ
リ
ア
建
築―

ま
ず
は
、
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
の
呼
称
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
地
中
海
の
中

央
に
突
き
出
す
長
靴
状
の
半
島
に
イ
タ
リ
ア
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
た
の
は
遠
く
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
ま
で
遡
る
。
だ
が
、
そ
の
名
称
は
民
族

や
地
域
を
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
だ
国
家
と
し
て
の
ま
と
ま
り
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
中
世
に
「
イ
タ
リ
ア
侯
爵
領
」
あ
る
い
は
「
イ

タ
リ
ア
伯
爵
領
」
と
い
う
呼
称
が
存
在
し
た
が
、
統
一
国
家
と
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
イ
タ
リ
ア
半
島
に
ひ
と
つ
の
国
家

が
誕
生
し
、
イ
タ
リ
ア
と
い
う
地
域
的
名
称
に
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
付
加
さ
れ
る
と
き
、
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
こ
そ
が

建
築
を
考
え
る
際
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。そ
れ
が
、本
書
で
重
要
な
主
題
と
な
る
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
の
模
索
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
言
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
北
東
部
を
領
土
と
す
る
イ
タ
リ
ア
共
和
国
、
つ
い
で
イ
タ
リ
ア
王
国
が
誕
生
し
た
十
九
世
紀
初
頭
と

い
う
時
期
は
ひ
と
つ
の
転
機
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
指
導
者
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
失
脚
と
と
も
に
短
命
に
終
わ
っ
た
。
サ
ヴ
ォ
イ
ア
家
に
よ

る
近
代
国
家
イ
タ
リ
ア
の
成
立
は
一
八
六
一
年
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
、
そ
の
少
し
前
か
ら
、
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン

ト
と
称
さ
れ
る
国
家
統
一
運
動
の
渦
中
で
、共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
体
現
す
る
べ
く
「
イ
タ
リ
ア
建
築
」
な
る
概
念
が
登
場
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、建
築
家
た
ち
は
国
家
の
様
式
と
い
う
名
の
下
に
「
イ
タ
リ
ア
建
築
」
探
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　遅
れ
て
訪
れ
た
近
代
化
は
、
イ
タ
リ
ア
の
建
築
家
た
ち
に
何
を
も
た
ら
し
、
何
を
考
え
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
通
常
、
遅
れ
た
者
は
先
ん
じ

た
者
を
意
識
し
、
長
所
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
取
り
入
れ
る
際
、
遅
れ
た
者
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、一
言
に
近
代
化
の
追
随
と
い
っ
て
も
、他
国
の
流
行
が
ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。こ
の
こ
と
が
も
っ

と
も
顕
著
に
う
か
が
え
る
の
は
、
技
術
よ
り
は
、
文
化
、
す
な
わ
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
・

リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
と
イ
タ
リ
ア
の
事
情
を
考
え
て
み
る
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
は
垂
直
性
の
強
い
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
例
が
豊
富
に
あ
り
、
こ

の
国
で
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
が
起
こ
っ
て
も
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
流
行
が
国
境
を
越
え
た
ら
ど
う
な
る
か
。
フ

ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
は
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
数
多
く
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
タ
リ
ア
に
は
垂
直
性
の
強
い
軽
や
か
な
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
少
な
い
。

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
重
厚
な
ロ
マ
ネ
ス
ク
建
築
の
ほ
う
が
豊
富
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
た
と
え
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
に
優
れ
た

価
値
を
見
出
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
イ
タ
リ
ア
で
通
用
す
る
も
の
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
遅
れ
た
ぶ
ん
、
イ
ギ
リ

ス
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
事
情
も
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
置
か
れ
る
。
遅
れ
た
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、

近
隣
各
国
の
長
所
を
自
由
に
選
び
取
り
、
そ
れ
を
自
国
内
の
論
理
に
沿
う
よ
う
に
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
文
化
受
容
に
お
け
る
き

わ
め
て
合
理
的
な
思
考
過
程
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
遅
れ
て
訪
れ
た
近
代
化
へ
の
注
目
は
、
影
響
さ
れ
た
側
の
史
的
可
能
性

と
し
て
浮
上
す
る
。
ま
っ
た
く
、
そ
れ
は
近
代
通
史
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
内
容
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
作
業
に
他
な
ら
な
い
。（
第
一
章
よ
り
）
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19世紀後半に展開した建築の「中世主義」を、ヨーロッパ全体の史的潮
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イタリアの近代化過程が要請した伝統と革新の問題に迫った労作。
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