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は
じ
め
に

本
書
は
、20
世
紀
に
お
け
る
建
築
の
最
大
の
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
で
あ
る「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」を
、人
物
に
焦
点
を
当
て
て
再
読
す
る
も
の
で
す
。

―
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、建
築
と
い
う
分
野
に
お
い
て
革
新
的
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、社
会
思
想
や
哲
学
、美
術
と
い
っ
た
分
野
と
も
連
携
を
し
あ
っ
て
、社

会
を
大
き
く
変
革
し
う
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
提
示
し
ま
し
た
。
本
書
に
は
、教
科
書
的
な
通
史
に
お
い
て
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
具
体
的
な
デ
ィ
テ
ー
ル
と

と
も
に
発
見
的
な
視
点
が
数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
ら
に
触
発
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
生
成
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
生
々
し
く
追

体
験
し
な
が
ら
、モ
ダ
ニ
ス
ト
た
ち
が
建
築
と
社
会
の
革
新
に
向
け
て
か
け
た
思
い
と
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
取
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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002

―
設
計
の
現
場
で
は
、い
ま
だ
そ
の
多
く
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
と
も
に
生
ま
れ
た
建
築
言
語
に
依
拠
し
て
い
ま
す
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
視
点
を
新
た
に
す
る
こ
と
は
、日
々

の
作
業
を
新
た
に
見
つ
め
直
す
契
機
と
も
な
る
で
し
ょ
う
。他
分
野
の
、建
築
家
た
ち
と
併
走
し
互
い
に
影
響
を
与
え
あ
っ
た
人
物
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
が
さ
ら
に
ま
た
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
幅
広
い
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

―
本
書
の
目
標
は
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
観
の
修
正
・
更
新
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
加
え
て
こ
こ
で
目
指
し
た
い
の
は
、各
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
新
た
な

視
点
が
、わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
位
置

―
ど
の
よ
う
な
位
置
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
建
築
に
接
し
て
い
る
の
か

―
を
測
定
し
、さ
ら
に
で
き
う
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
よ
っ
て
未
来
の
展
望

―
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
に
向
か
っ
て
行
く
の
か

―
を
う
る
こ
と
に〈
使
用
〉さ
れ
、ま
た
そ
れ
ら
の
視
点
が
日
常
の
設
計
の
現
場

で
も〈
活
用
〉さ
れ
る
こ
と
で
す
。

―
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
も
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の〈
使
用
・
活
用
〉に
耐
え
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
考
え
方
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
が
、い
ま
だ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
し

て
わ
れ
わ
れ
の〈
使
用
・
活
用
〉を
待
っ
て
い
る
も
の
も
ま
た
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。〈
使
用
・
活
用
〉で
き
る
か
否
か
は
、わ
れ
わ
れ
の
創
造
的
な「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
再

読
」に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

―
さ
あ
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
始
め
よ
う

―
。
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「
建
築
芸
術
家
」に
よ
る
発
明

1
8
4
1
年
生
ま
れ
の
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
1
8
8
0
年
代
ま
で

に
す
で
に
成
功
し
た
建
築
家
で
あ
り
、そ
の
モ
ニュ
メ
ン
タ
ル
な
建
築
の
洗
練

さ
れ
た
装
飾
性
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
歴
史
主
義
を
大
き
く
逸
脱
し

な
い
作
風
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、彼
は
1
8
9
4
年
に
、
ヴ
ィ
ー
ン
美
術
ア
カ

デ
ミ
ー
建
築
学
科
の
正
教
授
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。同
じ
年
に
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
は
ヴ
ィ
ー
ン
の
都
市
交
通
問
題
委
員
会
お
よ
び
ド
ナ
ウ
河
改
修
事

業
委
員
会
の
芸
術
顧
問
に
就
任
し
て
お
り
、こ
の
前
年
に
お
こ
な
わ
れ
た

ヴ
ィ
ー
ン
市
総
合
整
備
計
画
設
計
競
技
で
は
1
等
を
受
賞
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
彼
は
す
で
に
皇
帝
の
建
築
家
、帝
都
ヴ
ィ
ー
ン
の
マ
ス
タ
ー
ア
ー

キ
テ
ク
ト
と
呼
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
る
よ
う
な
地
位
を
得
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
1
8
9
0
年
に
出
版
し
た
作
品
集
の
序
文
で「
実

用
様
式
」
を
未
来
の
様
式
と
位
置
づ
け
て
お
り
、「
近
代
建
築
」へ
の
方

向
転
換
は
こ
の
こ
ろ
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

装フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

飾
と
価
値
真
空

 

田
中
純

O
tto

 W
a

g
n

e
r 

1
8

4
1－

1
9

1
8

オ
ッ
ト
ー・ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

│
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
建
築
家
。
前
期
の
代
表
作「
マ
ジ
ョ
リ
カ
・ハ
ウ
ス
」「
カ
ー
ル
ス
プ
ラ
ッ
ツ
駅
」で
は
華
や
か
な
装
飾
要
素
が
目
を
引
く
。
後
期
を
代
表
す
る「
ヴ
ィ
ー
ン
郵
便

貯
金
局
」で
は
、装
飾
を
減
じ
て
表
現
の
抽
象
度
を
高
め
て
い
る
が
、1
9
2
0
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
平
滑
な
表
面
と
比
較
し
て
過
渡
的
な
表
現
と
も
評
さ
れ
る
。

009
008

O
tto W

agner

1
8
9
5
年
に
ア
カ
デ
ミ
ー
の
学
生
向
け
に
教
科
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
著
書『
近
代
建
築
』で
は
、「
実
際
的
で
な
い
も
の
は
美
し
く
な
り
え
な

い
」﹇
1
﹈と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、問
題
な
の
は
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
敬

愛
し
た
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ゼ
ン
パ
ー
に
由
来
す
る「
芸
術
を
支
配
す
る
も

の
は
必
要
の
み
」
と
い
っ
た
主
張
や「
実
用
様
式
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の

で
は
な
く
、そ
れ
ら
が
置
か
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が

当
時
携
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
の
は
、市
営
鉄
道
お
よ
び
ヌ
ス
ド
ル
フ
区
の
水

門
施
設
と
い
う
技
術
的
建
造
物
の
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
。
ペ
ー
タ
ー
・ハ
イ
コ
は

「
19
世
紀
に
起
こ
っ
た
建
築
技
術
者
と
建
築
家
の
分
裂
を
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

は
こ
の
大
工
事
で
元
に
戻
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
」﹇
2
﹈と
評
し
て
い

る
。
こ
の
時
代
、増
加
し
て
い
た
重
要
な
建
築
計
画
の
多
く
が
技
術
者
の

手
に
委
ね
ら
れ
る
一
方
で
、建
築
家
の
役
割
は
そ
の
ご
く
一
部
を
装
飾
的

に
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
だ
け
に
限
定
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
が
訪
れ
て
い
た
。

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
抵
抗
し
よ
う
と
し
た
の
は
こ
う
し
た
趨
勢
で
あ
っ
た
の
だ

が
、ハ
イ
コ
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、そ
れ
は
分
裂
を「
元
に
戻
そ
う
」
と

す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
で
退
行
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
は
ら
ん
で
い
る
。『
近

代
建
築
』が「
建
築
家
」
と
題
さ
れ
た
章
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま

た
、建
築
と
い
う
職
能
が
置
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
ヴ
ァ
ー
グ

ナ
ー
の
危
機
感
に
由
来
す
る
。

　『近
代
建
築
』で
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、「
内
的
構
造
に
完
全
に
対
応
し
た

外
観
」
と
い
う「
真
実
」
を
求
め
る
努
力
を
建
築
家
に
要
求
し
、「
内
的
構

造
に
気
に
入
り
の
外
観
モ
チ
ー
フ
を
当
て
は
め
る
こ
と
」を「
嘘
」と
し
て
激

し
く
糾
弾
し
て
い
る﹇
3
﹈。
こ
こ
か
ら
つ
ね
に「
構
造
」か
ら
出
発
し
て
芸
術

的
形
態
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。
し
か
し
、そ
れ
は
技
術
者

で
は
な
く
、「
建
築
芸
術
家
」に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら「
あ

ら
ゆ
る
構
造
の
原
思
考
は
、し
か
し
、計
算
の
展
開
、静
力
学
的
な
計
算

に
求
め
る
べ
き
で
な
く
、あ
る
自
然
な
創
意
に
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、そ
れ

は
何
か
発
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」﹇
4
﹈か
ら
だ
。
構
造
か
ら
出
発
し
た
は

ず
の
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
は
こ
こ
で
奇
妙
に
も
逆
転
し
、建
築
家
は「
自
分
の

創
造
す
る
形
象
に
最
も
自
然
に
合
一
で
き
、そ
し
て
生
成
す
る
芸
術
形
態

に
最
も
よ
く
適
合
す
る
構
造
を
選
び
、決
定
し
、完
成
さ
せ
、あ
る
い
は
発

明
す
る
」﹇
5
﹈と
さ
れ
て
、建
築
家
＝
芸
術
家
の
創
造
す
る「
形
象
」に
対
す
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上：「カールスプラッツ駅」
1898‐99年
下：「ヌスドルフ区の水門施設」

る「
構
造
」の
従
属
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
近
代
建
築
』は
後
世
の

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
題
名
か
ら
期
待
す
る
よ
う
に
、明
確
な
論
理
を
伴
っ
た

新
し
い
建
築
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
な
く
、建
築
物
を
生
産
す
る
社
会
シ
ス
テ

ム
に
お
け
る
建
築
家
＝
芸
術
家
と
い
う
伝
統
的
職
能
集
団
の
存
続
を
賭
け

た
戦
略
的
な
文
書
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
保
守
的
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
伴
っ
て
い
た
。

　ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
こ
う
し
た
目
論
見
は
同
時
代
に
あ
っ
て
も
理
解
さ
れ
た

と
は
い
え
ず
、『
近
代
建
築
』の
出
版
前
後
か
ら
、彼
は
激
し
い
批
判
に
曝

さ
れ
た
。
そ
の
攻
撃
は
1
8
9
9
年
の
分
離
派
へ
の
加
入
に
よ
っ
て
さ
ら
に

高
ま
っ
た
。
第
2
版
以
降
の『
近
代
建
築
』の
前
書
き
で
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、

「
近
代
派
」
と
そ
の
敵
と
の
闘
争
に
つ
い
て
繰
り
返
し
言
及
し
、近
代
派

の
勝
利
を
そ
の
都
度
宣
言
し
て
い
る
。

　一
見
し
た
と
こ
ろ
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
敵

と
は
、旧
態
依
然
と
し
た
歴
史
主
義
の
信
奉
者
た
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、彼
の
真
の
敵
は
む
し
ろ
建
築
芸
術
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
侵

食
し
て
い
た
技
術
の
脅
威
だ
っ
た
の
で
あ
り
、歴
史
主
義
的
な
建
築
家
た

ち
は
、建
築
芸
術（
家
）が
直
面
し
て
い
た
こ
の
危
機
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
敵
対
勢
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力
も
多
か
っ
た
と
は
い
え
、ヴ
ィ
ー
ン
を
、し
た
が
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハン
ガ

リ
ー
二
重
帝
国
を
代
表
す
る
建
築
家
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、体
制
の

中
心
に
い
た
が
ゆ
え
に
そ
の
体
制
を
刷
新
す
る
必
要
を
強
く
感
じ
て
い
た
。

彼
は
建
築
家
と
い
う
職
能
を
守
る
た
め
に
、建
築
家
た
ち
の
常
識
を
自
ら

率
先
し
て
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　す
で
に
60
代
に
近
い
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
分
離
派
に
加
わ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、

こ
う
し
た
危
機
感
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
分
離
派
は

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
と
っ
て
、ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
の
離
反
と
い
う
そ
の
革
新
性
に

お
い
て
よ
り
も
、む
し
ろ
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ア
ー
ル・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の

う
ち
に
見
た「
技
術
と
の
対
決
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
身
近
な
運
動

だ
っ
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は「
技
術
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
へ
の
ア
ー
ル・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

の
回
帰
は
、技
術
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
装
飾
に
よ
っ
て
中
和
し
よ
う
と
す
る
試

み
か
ら
生
じ
て
い
る
」
と
述
べ
、こ
れ
と
の
関
連
で
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
に
よ
る

装
飾
否
定
論
が
も
つ「
政
治
的
な
意
義
」に
言
及
し
て
い
る﹇
6
﹈。
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
は
ロ
ー
ス
の
明
晰
な
論
理
が
導
き
出
す
装
飾
否
定
の
寸
前
で
立
ち

止
ま
り
、装
飾
に
よ
る「
中
和
」の
う
ち
に
技
術
と
の
対
決
を
お
こ
な
お
う

と
す
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は「
建
築
」
を
守
り
抜
こ
う
と
す
る
保
守
的
な

革
命
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
闘
い
は
帝
国
の
終
焉
と
並
行

し
た
軌
跡
を
描
き
な
が
ら
、む
し
ろ
伝
統
的
文
化
価
値
の
清
算
に
も
似
た

プ
ロ
セ
ス
に
近
づ
い
て
い
く
。
こ
の
解
体
過
程
の
論
理
は
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
建

築
作
品
に
お
け
る
装
飾
の
意
味
作
用
の
な
か
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
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視
線
の
停
止
点
と
し
て
の
無
用
な
装
飾

1
8
9
8
―
9

　
9
年
の
リ
ン
ケ
・
ヴ
ィ
ー
ン
ツ
ァ
イ
レ
38
番
地
お
よ
び
40
番
地

の
住
宅
で
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
階
の
デ
ザ
イ
ン
を
微
妙
に
変
え

る
こ
と
で
階
層
化
す
る
手
法
を
捨
て
て
い
る
。『
近
代
建
築
』で
は
そ
の
根

拠
と
し
て
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
に
よ
り
、各
階
の
賃
貸
価
格
が
大
幅
に

均
等
化
さ
れ
た
事
実
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、建
物
外

観
の
モ
チ
ー
フ
を
宮
殿
建
築
に
探
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、な
ぜ
な
ら「
そ

れ
は
建
物
の
ま
さ
に
内
的
構
造
に
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
」﹇
7
﹈と
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
は
い
う

│

011

1840
1940

1850
1950

1860
1960

1870
1970

1880
1980

1890
1990

1900
2000

1910
1920

1930
2010


