
7

は
じ
め
に

　

は
じ
め
に

空
間
と
は
何
か

　

こ
の
本
で
は
、
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
（1906‒78

）
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
建
築
家
の
作
品
を
主
な
題
材
と
し
て
、
空
間

に
つ
い
て
考
え
る
。

　

空
間
と
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
あ
た
り
ま
え
の
も
の
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
言
葉
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
難
し

い
。
そ
れ
は
、
数
学
や
物
理
学
で
教
え
ら
れ
る
三
次
元
（
ま
た
は
多
次
元
）
の
広
が
り
の
こ
と
か
？　

壁
や
地
面
な
ど
を
除

い
た
人
が
動
け
る
部
分
の
こ
と
か
？　

あ
る
い
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
重
さ
の
な

い
情
報
が
動
く
と
こ
ろ
か
？

　

誰
も
が
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
そ
の
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
ひ
と
つ
に
定
義
で
き
な
い
の
が

空
間
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
で
は
、
そ
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
「
空
間
」
を
、
建
築
の
立
場
か
ら
考
え
る
。

　

一
般
的
に
言
え
ば
、
建
築
で
考
え
ら
れ
る
空
間
と
は
、
建
物
に
囲
ま
れ
た
広
が
り
か
、
建
物
の
ま
わ
り
の
広
が
り
の
こ

と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
物
と
物
の
あ
い
だ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
本
で
は
、
空
間
と
は
、
物
と
物
の

あ
い
だ
で
は
な
く
、
物
と
経
験
の
あ
い
だ
に
あ
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
。

「
物
と
経
験
の
あ
い
だ
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
も
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
普
通
の
反
応
だ
ろ
う
。
私
自
身
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は
じ
め
に

ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
空
間
を
考
え
る
人
が
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
意
見
を
戦
わ
せ
る
の
に
大
変
良
い
場
、
他
に
な
い
場
所
で

す
よ﹇

3
﹈。

　

ち
ょ
う
ど
建
築
の
空
間
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
と
き
に
こ
の
よ
う
な
企
画
に
関
わ
り
、
そ
し
て
激
励
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

（
勝
手
に
）
受
け
取
っ
た
私
は
、
意
見
を
戦
わ
せ
る
場
を
す
ぐ
に
作
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
場
に
提
供
で

き
る
意
見
を
用
意
す
る
こ
と
は
自
分
の
責
務
だ
と
考
え
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
与
え
ら
れ
た
機
会
と
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
宙
に
浮
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
本
は
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
空
間
を
考
え
る
人
に
、
何
ら
か
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
ひ
と

つ
の
意
見
で
あ
り
、
建
築
か
ら
の
問
題
提
起
の
つ
も
り
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
本
文
に
入
る
前
に
、
こ
の
本
で
扱
う
「
建
築
」、「
空
間
」、「
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
」
な
ど
に
つ
い
て
簡
単

に
説
明
し
た
上
で
、
な
ぜ
い
ま
空
間
を
問
題
に
し
た
い
の
か
を
述
べ
る
。

建
築
と
は
何
か

　

私
た
ち
は
、
物
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る
。
建
築
と
は
、
ご
く
単
純
に
言
え
ば
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
あ
る
物
の
配

置
を
、
普
段
よ
り
も
大
き
な
規
模
で
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
ま
わ
り
に
あ
る
物
は
、
壁
や
天
井
の
よ
う
な
建
築
が
専
門
に
扱
う
物
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
家
の
中
に

は
、
机
や
棚
の
よ
う
な
家
具
も
あ
れ
ば
、
食
器
、
服
、
本
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
の
よ
う
に
、
普
段
か
ら
頻
繁
に
動
か
さ
れ

る
物
も
あ
る
。
外
を
見
て
も
、
樹
木
、
車
、
あ
る
い
は
道
な
ど
、
建
築
が
直
接
扱
う
わ
け
で
は
な
い
物
が
無
数
に
あ
る
け

も
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
気
に
な
る
建
物
を
見
た
り
、
定
番
の
理
論
書
を
読
ん
だ
り
、
建

築
家
の
話
を
聞
い
た
り
、
設
計
に
関
わ
っ
た
り
す
る
う
ち
、
徐
々
に
そ
の
よ
う
に
考
え
は
じ
め
、
こ
れ
は
整
理
す
る
価
値

の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
本
は
、
主
に
私
の
建
築
学
の
論
文
と
、「
建
築
空
間
論
」
と
い
う
講
義
が
元
に
な
っ
て
い
る
の
で﹈

1
﹇

、
主
な
読
者
と

し
て
は
、
建
築
を
学
ぶ
学
生
や
、
空
間
に
つ
い
て
考
え
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
本
音
を
言
え
ば
、
建

築
や
空
間
に
興
味
を
も
つ
す
べ
て
の
人
に
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

こ
の
本
の
内
容
は
、
直
接
的
に
は
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
と
空
間
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
を
突
き
詰
め
る
と
、

人
間
の
判
断
、
権
力
志
向
、
世
界
観
と
い
っ
た
、
建
築
に
と
ど
ま
ら
な
い
人
間
の
普
遍
的
な
問
題
に
行
き
着
く
。
つ
ま
り

そ
れ
は
、
誰
も
が
関
わ
る
問
題
、
あ
る
い
は
、
誰
も
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
空
間

の
問
題
に
対
し
て
、
こ
の
本
で
は
、
少
な
く
と
も
建
築
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
仮
説
を
提

示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
広
範
囲
に
及
ぶ
よ
う
な
仮
説
を
一
介
の
建
築
研
究
者
が
提
示
す
る
な
ど
、
非
常
に
大
そ
れ
た
こ
と
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
無
謀
を
ど
う
し
て
も
し
て
お
き
た
い
個
人
的
な
事
情
が
あ
る
。

　

本
書
の
元
に
な
っ
た
論
文
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
き
に
私
は
、
建
築
家
の
槇
文
彦
、
磯
崎
新
、
原
広
司
の
三
氏
を
大
学

に
招
く
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
に
携
わ
っ
た﹇

2
﹈。

そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
が
「
空
間
」
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
後
日
に
お
こ
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
振
り
返
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
槇
文
彦
か
ら
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
た
。大

学
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
政
治
学
の
人
、
社
会
学
の
人
、
哲
学
の
人
、
数
学
の
人
、
都
市
あ
る
い
は
建
築
の
人
な
ど
、
い

1　

こ
の
本
が
で
き
た
経
緯
と
背
景
に
つ

い
て
は
、
あ
と
が
き
を
参
照
さ
れ
た
い
。

3　
﹇
文
献
0
-01
﹈　

東
京
大
学
建
築
学

専
攻 A

dvanced D
esign Studies

（T̶
A

D
S

）編 『T_A
D

S TEXTS 01　
こ
れ
か

ら
の
建
築
理
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
四
年
、
七
二
頁
。

2　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
こ
れ
か
ら
の
建
築

理
論　

槇
文
彦
×
磯
崎
新
×
原
広
司
」
東

京
大
学
建
築
学
専
攻A

dvanced D
esign 

Studies

（T̶
A

D
S

）
主
催
、
二
〇
一
三

年
一
二
月
一
日
。
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は
じ
め
に

ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
に
お
い
て
す
で
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
（
15
世
紀
）
の
イ
タ
リ
ア
に

お
い
て
始
ま
り﹈

4
﹇

、
19
世
紀
ま
で
は
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
展
し
た
の
ち
、
近
代
建
築
の
広
ま
り
と
と
も
に
世
界
中
に
広
ま

っ
た
。
現
代
の
建
築
家
が
皆
そ
れ
に
詳
し
い
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
建
築
の
魅
力
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
実
は
暗
黙

の
了
解
に
な
っ
て
い
る
の
が
こ
の
建
築
論
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
、
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
初
頭
に
ド
イ
ツ
を

中
心
に
現
れ
た
空
間
論
（
建
築
空
間
論
）
は
、
そ
の
後
各
地
で
独
自
に
発
展
し
、
そ
れ
を
意
識
す
る
か
し
な
い
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
現
代
の
建
築
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

空
間
の
仕
組
み

　

こ
の
本
で
は
、
建
築
で
言
わ
れ
る
こ
の
「
空
間
」
が
、
私
た
ち
が
日
常
的
に
関
わ
っ
て
い
る
「
物
」
と
「
経
験
」

の
あ
い
だ
に
あ
り
、
そ
の
両
者
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
代
表
的
な
建
築
空
間
論
を
紹
介
す
る
こ
と

と
、
具
体
的
な
建
築
物
を
例
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
建
築
に
お
い
て
「
空
間
」
が
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
き
た
か
を
、「
物
」
と
「
経
験
」
の
関

係
に
着
目
し
て
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

こ
こ
で
空
間
が
「
物
と
経
験
の
あ
い
だ
に
あ
る
」
と
い
う
の
は
、「
物
と
経
験
の
あ
い
だ
に
実
体
と
し
て
存
在

す
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
物
と
経
験
を
結
び
つ
け
る
仕
組
み
と
し
て
あ
る
」、
あ
る
い
は
「
結
び
つ
け
る

仕
組
み
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の
「
仕
組
み
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

も
ら
う
た
め
に
、
簡
単
な
説
明
図
で
あ
る
図
1
を
見
て
ほ
し
い
。

　

ま
ず
一
番
上
の
A
は
、「
建
築
に
は
、「
物
」
と
「
空
間
」
と
「
経
験
」
が
あ
る
」
と
い
う
大
雑
把
な
常
識
を
示

し
て
い
る
。「
空
間
」
が
何
か
と
い
う
こ
と
は
曖
昧
だ
と
し
て
も
、
建
築
に
こ
の
三
つ
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う

れ
ど
、
そ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
含
め
て
配
置
を
考
え
る
と
い
う
意
味
で
、
建
築
は
物
の
配
置
を
考
え
る
専
門
分
野
で

あ
る
と
言
え
る
。

　

な
ぜ
建
築
で
は
建
物
以
外
の
物
の
配
置
ま
で
考
え
る
の
か
？　

そ
れ
は
、基
本
的
に
建
築
が
、あ
る
場
所
に
お
け
る
人
々

の
動
き
方
、
あ
る
い
は
過
ご
し
方
を
具
現
化
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
建
築
家
は
、
す
べ
て
が
思
い

通
り
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
（
ほ
と
ん
ど
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
）、
そ
の
場
所
で
人
に
影
響
を
与
え
る

で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
物
に
思
い
を
巡
ら
せ
、
そ
の
配
置
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

言
い
か
え
る
と
、
建
築
で
は
、
物
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
人
が
ど
の
よ
う
な
経
験
を
す
る
か
を
考
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
建
築
で
は
経
験
だ
け
を
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
雨
風
を
防
ぐ
こ
と
や
地
震
で
壊
れ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、

部
屋
に
所
定
の
物
や
人
数
が
入
れ
る
こ
と
な
ど
、
安
全
性
や
機
能
性
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
む
し
ろ
建
築
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
満
た
せ
ば
十
分
だ
と
は
言
え
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
そ
の
よ

う
な
安
全
性
や
機
能
性
を
満
た
す
だ
け
で
は
、
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
は
決
ま
ら
な
い
。
だ
か
ら
建
築
で
は
、
ど
の
よ
う
に
物

を
配
置
す
る
と
、
ど
ん
な
経
験
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
よ
く
考
え
る
と
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
験
と
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
違
う
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
何
か
し
ら
の
共
通
性
や
法
則
性
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
建
築
は
、
安
全
性
と

機
能
性
、
そ
れ
に
省
エ
ネ
や
低
コ
ス
ト
と
い
っ
た
経
済
性
も
合
わ
せ
て
、
必
要
条
件
で
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
す
る
と
、
そ
れ
以
外
の
建
築
の
価
値
や
魅
力
は
、「
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
セ
ン
ス
の
問
題
」
か
、「
好
み
の

問
題
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
な
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
の
問
題
、
あ
る
い
は
人
が
建
築
を
ど
う
感
じ
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
必
要
条
件

以
上
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
伝
統
的
に
「
建
築
論
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
建
築
論
は
、
古
代
の

「空間図式」は「物」に近く、「空間変移」は「経験」に近いもの
であるため、それらを媒介にして「物」と「経験」が一体化する。

建築の空間は、「空間図式」と「空間変移」に分けて考えられる。

建築には、「物」と「空間」と「経験」がある。

A

B

C

﹇
図
1
﹈　

建
築
に
お
い
て
「
空
間
」
が

「
物
」
と
「
経
験
」
を
結
び
つ
け
る
仕
組

み
の
イ
メ
ー
ジ

4　

古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
建
築
論
と
し
て
、

ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
『
建
築
十
書
』（
紀

元
前
1
世
紀
後
半
）
に
書
か
れ
た
も
の
が

有
名
。『
建
築
十
書
』
は
15
世
紀
初
頭
に

再
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
の
建
築
論
の
発
展

に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
左
の
文
献

な
ど
を
参
照
。

﹇
文
献
0
-02
﹈　

井
上
充
夫
『
建
築
美
論

の
歩
み
』
鹿
島
出
版
会
、
一
九
九
一
年
。
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は
じ
め
に

こ
と
は
、
と
り
あ
え
ず
認
め
て
ほ
し
い
。
そ
の
下
の
B
は
、
A
に
あ
っ
た
「
空
間
」
が
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
、「
建

築
の
空
間
は
、「
空
間
図
式
」
と
「
空
間
変
移
」
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
空
間
の

分
極
化
が
、
こ
の
本
で
言
う
「
仕
組
み
」
に
あ
た
る
も
の
で
、
の
ち
に
詳
し
く
説
明
す
る
。
一
番
下
の
C
は
、
空
間
に
こ

の
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
る
と
ど
う
な
る
か
を
表
し
た
も
の
で
、「「
空
間
図
式
」
は
「
物
」
に
近
く
、「
空
間
変
移
」
は
「
経

験
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
媒
介
に
し
て
「
物
」
と
「
経
験
」
が
一
体
化
す
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
示

し
て
い
る
。

　

こ
の
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
空
間
の
仕
組
み
」
に
よ
っ
て
「
物
と
経
験
の
一
体
化
」
が
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
が
、
そ
も
そ
も
「
物
と
経
験
が
一
体
化
す
る
と
何
が
い
い
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
が
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
疑
問
に
即
座
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
私
は
、
人
が
建
築
や
場
所
に
感
じ
る
魅
力
（
お
も
し
ろ
さ
、
気
持

ち
良
さ
な
ど
）
の
多
く
に
、
こ
の
「
仕
組
み
」
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
こ
こ
で
「
物
と
経
験
が
一
体
化
す
る
」
と
い
う
の
は
、「
物
が
変
化
す
る
時
間
が
経
験

と
し
て
感
じ
ら
れ
る
」
と
も
言
え
る
。
少
し
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い
の
だ
が
、
あ
な
た
が
ど
こ
か
の
場
所
を
「
お
も
し
ろ

い
」
と
か
「
気
持
ち
良
い
」
と
感
じ
る
と
き

―
例
え
ば
遊
園
地
に
行
っ
た
と
き
や
、
公
園
や
森
を
散
歩
し
て
い
る
と
き
、

あ
る
い
は
映
画
や
ゲ
ー
ム
の
世
界
で
も
よ
い
の
だ
が

―
単
に
そ
こ
に
あ
る
物
を
見
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
そ
こ
で
感
じ

ら
れ
る
何
ら
か
の
変
化
を
「
お
も
し
ろ
い
」
と
か
「
気
持
ち
良
い
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
動
く
こ
と
に
よ
る
変
化
で
あ
っ
た
り
、
風
や
光
が
動
く
こ
と
に
よ
る
変
化
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ

う
に
「
物
が
動
く
」
こ
と
以
外
に
も
、「
人
が
見
て
、
自
ら
動
く
」
こ
と
を
利
用
し
て
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
仕
組
み
が
存

在
し
、
そ
れ
が
建
築
で
「
空
間
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
本
書
で
は
説
明
す
る
。
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な
ぜ
、
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
建
築
作
品
に
注
目
す
る
の
か

　

こ
の
本
で
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
建
築
の
「
空
間
の
仕
組
み
」
を
、
主
に
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
と
い
う
20
世
紀
イ
タ

リ
ア
の
建
築
家
の
作
品
を
例
に
し
て
論
じ
る
。

　

カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
拠
点
に
活
躍
し
た
20
世
紀
を
代
表
す
る
建
築
家
の
一
人
で
、
そ
の
作
品
に

は
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
主
体
と
し
た
展
示
施
設
が
多
い
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
伝
統
的
な
素
材

の
使
用
、
凝
っ
た
細
部
の
デ
ザ
イ
ン
、
個
性
的
と
言
え
る
独
特
の
形
態
な
ど
で
知
ら
れ
、
故
国
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
な
く
、

日
本
を
含
め
て
世
界
中
で
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
多
く
の
作
品
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。 

　

実
を
言
え
ば
、
私
は
も
と
も
と
「
建
築
空
間
の
仕
組
み
を
説
明
す
る
」
た
め
に
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
建
築
を
見
た
の

で
は
な
く
、
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
建
築
の
魅
力
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
そ
こ
に
「
建
築
空
間
の
仕
組
み
が
表

れ
て
い
る
」
と
気
が
つ
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
う
と
、「
建
築
空
間
に
、
仕
組
み
と
言
え
る
も
の

が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
建
築
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
信
し
た
。

　

空
間
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
建
築
に
存
在
す
る
。
と
く
に
空
間
デ
ザ
イ
ン
の
傑
作
、
あ
る
い
は
名
作
と
言
わ
れ
る
よ

う
な
建
築
作
品
で
あ
れ
ば
、
本
書
で
述
べ
る
「
仕
組
み
」
を
個
々
に
あ
て
は
め
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
「
仕
組
み
が
存
在
す
る
」
と
主
張
で
き
る
ほ
ど
、
そ
の
原
理
を
体
系
的
に
説
明
で
き
る
よ
う
な
建
築
家
の
作
品

は
、
他
に
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
相
当
に
ま
れ
で
あ
る
。
空
間
に
つ
い
て
説
明
す
る
前
に
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
い
か
に

特
別
で
あ
る
か
を
納
得
し
て
も
ら
う
の
は
無
理
が
あ
る
が
、
簡
単
に
言
え
ば
、
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
建
築
作
品
で
は
、

空
間
が
徹
底
し
て
原
理
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
代
表
作
と
言
わ
れ
る
も
の
で
は
、
そ
の
場
の
思
い
つ
き
の

よ
う
な
表
現
は
存
在
せ
ず
、
徹
底
的
に
空
間
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
建
築
に
お
け
る
空
間
の

原
理
を
理
解
し
や
す
い
。
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カルロ・スカルパの建築作品    ［前ページ］ヴェロット邸（ヴェネツィア、1944‒46）
［上］クエリーニ・スタンパリア財団（ヴェネツィア、1961‒63）
［下］カステルヴェッキオ美術館（ヴェローナ、1957‒64、68‒69、74‒75）

［上］ヴェネツィア・ビエンナーレ 彫刻庭園（ヴェネツィア、1951‒52）
［下］ブリオン家墓地（サン・ヴィート・ダルティヴォレ、 1969‒78)
［次ページ］オットレンギ邸（バルドリーノ、1974‒78）
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ひ
と
つ
は
、
も
と
も
と
建
築
空
間
論
は
、
伝
統
と
現
代
、
建
築
と
都
市
な
ど
、
異
な
る
領
域
に
ま
た
が
っ
た
経
験
に
つ

い
て
考
え
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
に
関
係
す
る
。
先
ほ
ど
「
経
験
に
つ
い
て
は
専
用
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
あ
れ
ば
十

分
だ
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
（
映
像
、
ゲ
ー
ム
、
テ
ー
マ
パ
ー

ク
な
ど
）
の
経
験
は
、
基
本
的
に
、
外
部
と
切
り
離
さ
れ
た
内
側
の
世
界
に
没
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で

あ
る
。
た
し
か
に
、
厳
し
い
現
実
、
あ
る
い
は
退
屈
な
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
経
験
も
大
切
で
あ
る
が
、
そ
の
内
側
の

世
界
が
大
き
く
な
り
過
ぎ
る
と
（
そ
の
内
側
だ
け
で
十
分
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
と
）、
外
側
の
世
界
は
さ
ら
に
つ
ま
ら
な
い
と
感

じ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

　

空
間
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
内
と
外
の
分
断
を
解
消
で
き
る
、
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
空
間
論
は
、
外
側

の
領
域
を
含
め
て
お
も
し
ろ
く
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
横
断
的
な
経
験
の
魅
力
を
考
え
る
役

に
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
危
険
性
と
し
て
、
も
し
建
築
の
空
間
が
一
般
に
は
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
知
見
は
知

ら
な
い
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
危
険
な
の
か
と
言
う
と
、

空
間
論
は
、
人
の
経
験
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、「
お
も
し
ろ
い
」
と
か
「
気
持
ち
良
い
」
と
い
っ
た
人
が
動

き
や
す
く
な
る
方
向
だ
け
で
な
く
、
人
を
「
強
引
に
動
か
す
」
あ
る
い
は
「
動
け
な
く
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
方
向
に
も

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
的
に
考
え
れ
ば
、
人
々
を
あ
る
領
域
に
囲
い
込
み
た
い
企
業
や
政
府
が
あ
っ

た
と
す
る
と
、
個
人
が
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
に
つ
い
て
知
ら
な
い
方
が
運
用
に
は
都
合
が
よ
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
も
ま
た
、
空
間
論
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
な
い
自
由
を
確
保
で
き
る
、
な
ど
と
夢
物
語
を
言
う
つ
も

り
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
空
間
の
仕
組
み
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
人
一
人
が
選

択
の
余
地
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
期
待
す
る
。

な
ぜ
、
い
ま
空
間
を
問
題
に
し
た
い
の
か

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
空
間
」
と
い
う
言
葉
は
、
建
築
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
一
方
で
、

そ
れ
自
体
が
極
め
て
一
般
的
な
言
葉
で
も
あ
る
た
め
、
い
ま
で
は
、
誰
で
も
自
由
に
何
と
な
く
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
自
由
さ
が
建
築
空
間
論
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
る
面
も
あ
る
と
思
う
が
、
一
方
で
、
多
く
の
人
が
乱
用
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
も
は
や
そ
れ
は
便
利
な
「
ま
じ
な
い
」
の
よ
う
で
あ
り
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ

る﹈
5
﹇

。

　

現
在
の
建
築
界
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
空
間
」
と
い
う
言
葉
の
イ
ン
フ
レ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
一
方
で
、
も
は
や
そ

ん
な
「
曖
昧
」
で
「
古
い
」
言
葉
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
、
建
築
の
物
自
体
（
形
や
素
材
の
由
来
や
効
果
な
ど
）
や
社
会
性
（
経

済
効
果
、
環
境
負
荷
の
低
減
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
貢
献
な
ど
）
で
建
築
を
語
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
一
般
の
人
た
ち
の
建
築
の
捉
え
方
を
考
え
て
み
て
も
、「
建
築
が
経
験
に
関
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な

意
識
は
、
最
近
で
は
希
薄
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
建
築
は
、
安
全
性
・
機
能
性
・
経
済
性
と
い
う
必
要

条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
よ
く
、
経
験
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
専
用
の
コ
ン
テ
ン
ツ
（
た
と
え
ば
映
像
や
ゲ
ー
ム
な
ど
）

が
あ
れ
ば
十
分
だ
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
建
築
の
問
題
は
空
間
だ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
以
外
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
空
間
は
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
か
「
好
み
の
問
題
だ
」
と
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
こ

れ
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
建
築
の
可
能
性
も
一
緒
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危

機
感
が
あ
る
。

　

私
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
て
い
る
一
関
係
者
と
し
て
、
も
し
本
当
に
空
間
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
き
の
危
険

性
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
二
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。

5　

建
築
に
お
け
る
「
空
間
」
と
い
う
言

葉
の
使
用
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ

う
な
言
説
が
あ
る
。

「
ほ
と
ん
ど
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
20

世
紀
の
多
く
の
建
築
家
、
批
評
家
、
そ
れ

に
理
論
家
た
ち
が
無
批
判
に
〈
建
築
〉
の

本
質
と
し
て
の
〈
空
間
〉
と
い
う
考
え
方

を
採
用
し
、〈
空
間
〉
と
し
て
の
〈
建
築
〉

と
い
う
定
義
、
さ
ら
に
は
そ
の
定
義
の
展

開
が
、
そ
こ
で
は
最
重
要
の
課
題
と
さ
れ

ま
し
た
。〔
…
…
〕少
な
く
と
も
、こ
の〈
空

間
〉
と
い
う
語
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

わ
れ
わ
れ
は
ふ
と
立
ち
止
ま
っ
て
み
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
」　

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
キ

プ
ニ
ス
「
四
つ
のPredicam

ents

（
危
機

／
範
疇
）」
内
野
儀
訳
、『A

nyw
here 

空

間
の
諸
問
題
』
磯
崎
新
／
浅
田
彰
編
集
、

N 

T 

T
出
版
、
一
九
九
四
年
、
一
三
九
頁
。

「
殊
に
、
建
築
家
の
世
界
が
、
深
く
考
え

て
い
る
者
も
考
え
て
い
な
い
者
も
、
ま
じ

な
い
の
よ
う
に
唱
え
続
け
、
そ
の
奥
義
を

守
っ
て
き
た
「
空
間
」」
松
村
﹇
文
献
1
-

03 
（
後
掲
）﹈
一
〇
三
頁
。
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街
や
伝
統
建
築
か
ら
示
す
。

　

こ
の
第
2
章
は
、
こ
の
本
の
理
論
的
な
核
に
な
る
部
分
で
あ
る
が
、
と
く
に
前
半
部
分
は
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
い
と

感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
ま
ず
前
半
は
ざ
っ
と
読
み
流
し
て
、
後
半
の
具
体
例
（
写
真
付
き
解
説
）
を
見
な

が
ら
イ
メ
ー
ジ
を
し
て
ほ
し
い
。

　

以
上
の
第
Ⅰ
部
（
第
1
章
、
第
2
章
）
が
、
本
書
の
中
心
と
な
る
理
論
を
説
明
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、

一
人
一
人
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
「
空
間
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
後
半
の
第
Ⅱ

部
（
第
3
章
、
第
4
章
）
で
は
、
理
論
の
裏
づ
け
と
な
る
よ
う
な
情
報
を
さ
ら
に
示
す
こ
と
で
、
本
書
の
「
空
間
の
仕
組
み
」

に
納
得
感
を
持
っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
そ
の
可
能
性
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。

　

第
3
章
「
先
行
理
論
と
の
関
連
」
で
は
、
第
2
章
で
示
し
た
「
空
間
の
仕
組
み
」
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
筆
者
が
と

く
に
参
照
し
た
先
行
理
論
を
紹
介
し
、
本
書
と
の
関
連
を
論
じ
る
。
紹
介
す
る
理
論
は
、
19
世
紀
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
空

間
が
論
じ
ら
れ
始
め
た
初
期
の
も
の
か
ら
、
20
世
紀
後
半
の
日
本
の
建
築
家
に
よ
る
も
の
ま
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
、
ど

れ
も
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
分
野
で
は
課
題
図
書
と
な
る
よ
う
な
有
名
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
章
は
、
建
築
の
専
門
で
な
い
方
に
は
読
み
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
理
論
ど
う
し
の
歴
史
的
関
係
や
、
理
論
と

デ
ザ
イ
ン
の
つ
な
が
り
を
知
る
こ
と
で
、
建
築
に
お
け
る
空
間
と
い
う
問
題
の
奥
深
さ
を
感
じ
て
も
ら
え
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。
な
お
、
章
の
中
間
の
コ
ラ
ム
で
は
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
建
築
作
品
の
魅
力
を
空
間
論
の
観
点
か
ら
論
じ

て
い
る
。
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
建
物
は
、
ス
カ
ル
パ
の
も
の
と
は
印
象
が
大
き
く
異
な
る
と
思
う
が
、

そ
の
経
験
に
は
同
じ
「
空
間
の
仕
組
み
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
感
じ
て
ほ
し
い
。

　

最
後
の
第
4
章
「
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
建
築
の
経
験
」
で
は
、
筆
者
が
訪
れ
た
ス
カ
ル
パ
の
建
築
作
品
の
な
か
か
ら
、

空
間
の
仕
組
み
と
実
際
の
経
験
を
想
像
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
二
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
述
べ
る
。
前
の
第
2
章

　

少
し
大
げ
さ
な
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
単
純
に
言
え
ば
、
こ
の
本
を
通
じ
て
建
築
の
空
間
に
つ
い
て
知
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
身
の
ま
わ
り
の
建
物
や
場
所
に
つ
い
て
も
っ
と
納
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
自

由
に
発
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
ら
え
た
ら
、
と
思
っ
て
い
る
。

こ
の
本
の
構
成
と
、
読
み
進
め
て
も
ら
う
際
の
注
意
点

　

こ
の
本
は
、
建
築
の
空
間
論
を
示
す
第
Ⅰ
部
（
第
1
章
、
第
2
章
）
と
、
そ
の
理
論
を
裏
づ
け
る
と
と
も
に
、
広
が
り
を

感
じ
て
も
ら
う
た
め
の
第
Ⅱ
部
（
第
3
章
、
第
4
章
）
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
1
章
の
「
建
築
空
間
と
は
何
か
」
は
、
建
築
の
空
間
に
つ
い
て
考
え
る
意
義
を
、
建
築
を
専
門
と
し
な
い
人
に
も
理

解
し
て
も
ら
う
た
め
の
概
要
で
、
主
に
、
歴
史
の
大
き
な
流
れ
と
、
そ
こ
か
ら
つ
な
が
っ
て
い
る
現
代
の
問
題
に
つ
い
て

述
べ
る
。

　

建
築
空
間
は
定
義
が
難
し
い
（
あ
る
い
は
で
き
な
い
）
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
仮
に
で
も
定
義
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
歴
史
上
の
傑
作
と
言
わ
れ
る
西
洋
建
築
が
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
を
示
す
。
そ
の
上
で
こ
の
第
1
章

で
は
、
空
間
デ
ザ
イ
ン
の
テ
ー
マ
に
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。「
テ
ー
マ
」
と
い
う
の
も
少
し
大
げ
さ
な
言
葉

で
あ
る
が
、
今
度
は
伝
統
的
な
日
本
建
築
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
現
代
ま
で
つ
な
が
る
空
間
的
な
テ
ー
マ
、
あ
る
い
は
課

題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

第
2
章
の
「
建
築
空
間
の
仕
組
み
」
で
は
、
第
1
章
で
説
明
し
た
空
間
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
建
築
物
の
仕
組
み

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
を
論
じ
る
。
こ
の
本
で
は
、
空
間
は
物
と
物
の
あ
い
だ
で
は
な
く
、
物
と
経
験
の
あ
い
だ

に
あ
る
と
考
え
る
、
と
先
ほ
ど
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
示
す
た
め
の
「
空
間
図
式
」
と
「
空
間
変
移
」
と
い
う
考
え
方
に
つ

い
て
説
明
し
た
あ
と
、
そ
の
具
体
例
を
、
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
の
建
築
と
、
主
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
（
ス
カ
ル
パ
の
故
郷
）
の
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で
は
「
空
間
の
仕
組
み
」
の
例
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ス
カ
ル
パ
作
品
を
断
片
的
に
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
第
4
章
で
は
、

特
定
の
作
品
を
経
験
し
た
と
き
に
捉
え
ら
れ
る
多
層
的
な
空
間
を
想
像
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
本
は
、
建
築
の
抽
象
性
（
理
論
）
と
具
体
性
（
実
際
の
経
験
）、
歴
史
と
現
代
、
専
門
性
と
一
般

性
と
い
っ
た
異
な
る
側
面
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
た
め
、
人
に
よ
っ
て
読
み
や
す
い
と
こ
ろ
と
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
が

あ
る
と
思
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
空
間
の
仕
組
み
と
魅
力
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
セ
ッ
ト
の
つ
も
り
で
あ
る
の
だ
が
、

も
し
途
中
で
頭
に
入
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
こ
は
読
み
飛
ば
し
て
先
へ
進
ん
で
も
ら
え
た
ら
と
思
う
。

第
1
章
か
ら
順
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
想
定
し
て
は
い
る
が
、
各
章
は
か
な
り
独
立
し
て
い
る
た
め
、
後
の
章
を
読
ん

で
か
ら
前
の
章
に
戻
っ
て
も
ら
っ
て
も
構
わ
な
い
。
ひ
と
つ
の
章
の
な
か
で
も
、
後
半
を
先
に
見
た
方
が
理
解
し
や
す
い

こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
注
意
し
た
い
こ
と
と
し
て
、
第
2
章
か
ら
第
4
章
で
図
版
（
写
真
と
分
析
図
）
を
多
用
し
て
説
明
す
る
と
こ

ろ
で
は
、
文
章
と
図
版
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
実
際
の
空
間
を
想
像
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
私
の
経
験
上
、
脳
に
相

当
の
負
荷
が
か
か
る
。
説
明
は
な
る
べ
く
端
的
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

に
疲
れ
た
場
合
に
は
、
ま
ず
は
説
明
だ
け
読
む
、
あ
る
い
は
写
真
だ
け
を
見
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
工
夫
を
し
て
ほ
し
い
。

こ
の
よ
う
な
負
荷
は
、
本
で
建
築
の
経
験
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
制
約
上
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
一
方
で
本
に

は
、
講
義
や
動
画
と
違
い
、
好
き
な
と
き
に
好
き
な
ペ
ー
ス
で
、
好
き
な
順
番
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
。
ぜ
ひ
、
自
由
な
ス
タ
イ
ル
で
読
み
進
め
て
も
ら
え
た
ら
と
思
う
。




