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口
を
き
か
な
い
芸
術
作
品
を
目
の
前
に
し
て
い
る
と
、
作
品
に
興
味
を
抱
い
た
人
な
ら
だ
れ
で
も
、
解
釈
の
道
へ
と
踏
み
出

し
、
作
品
を
な
ん
ら
か
の
観
念
や
こ
と
ば
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
納
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
た
だ
、
ど
う

置
き
換
え
て
み
て
も
、
説
明
す
べ
き
原
物
が
十
分
に
説
明
さ
れ
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
解
読
作
業
の
目
的
と
す
る
と

こ
ろ
は
、
む
し
ろ
、
対
象
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
う
ま
く
図
示
で
き
る
よ
う
な
好
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
い
た
く

な
る
。
そ
こ
を
出
発
点
と
し
て
、
さ
ら
な
る
解
釈
や
置
き
換
え
へ
と
進
ん
で
い
く
と
、
以
前
の
視
点
か
ら
は
見
え
な
か
っ
た
局

面
や
特
徴
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
や
っ
て
だ
ん
だ
ん
と
作
品
に
接
近
し
て
い
き
、
つ
い
に
は
、
も
う
見
返
り
は

ほ
と
ん
ど
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
地
点
に
ま
で
至
る
。
そ
の
と
き
、
対
象
に
つ
い
て
理
解
可
能
な
も
の
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
理
解
さ

れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

も
っ
と
も
単
純
な
置
き
換
え
は
、
作
品
の
代
わ
り
に
作
者
名
を
置
く
こ
と
だ
。
そ
れ
だ
け
で
立
派
な
注
解
の
一
つ
と
い
え
る
。
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百
年
前
に
は
、
初
期
イ
タ
リ
ア
絵
画
の
よ
う
な
未
開
拓
の
領
域
に
お
い
て
、
作
者
名
を
宛あ

て
が
う
と
い
う
基
礎
作
業
が
美
術
史

の
主
要
な
仕
事
と
見
な
さ
れ
た
。
い
く
つ
か
の
作
品
の
あ
い
だ
に
一
貫
性
が
あ
る
と
の
直
観
が
働
く
と
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
制

作
者
の
名
と
結
び
つ
い
た
。
が
、
い
か
に
も
自
然
な
こ
の
置
き
換
え
作
業
が
、
わ
た
し
た
ち
の
文
化
的
体
質
の
も
と
で
は
、
自

然
な
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
置
き
換
え
作
業
の
も
つ
決
定
的
で
複
雑
な
性
格
を
容
易
に
隠
す
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
注
解

は
原
物
を
脇
に
押
し
や
る
の
だ
。
絵
の
代
わ
り
に
名
前
を
置
く
こ
と
は
絵
を
直
接
の
意
識
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
だ
。
個
人
の
生

涯
を
語
る
こ
と
は
絵
を
見
つ
め
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
こ
と
で
、
二
つ
を
同
時
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
理
的
な

芸
術
作
品
の
代
わ
り
に
、
名
前
の
う
ち
に
す
で
に
あ
る
時
間
的
な
物
語
を
置
く
こ
と
は
、
そ
の
場
限
り
で
終
わ
る
そ
の
と
き
そ

の
と
き
の
、
一
時
的
で
反
復
不
可
能
な
物
の
特
徴
を
捨
て
さ
る
こ
と
だ
。
か
け
が
え
の
な
い
一
瞬
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
場
で

は
、
持
続
性
の
祭
壇
の
犠い
け
に
え牲
に
さ
れ
る
の
だ
。

絵
を
作
者
の
名
に
置
き
換
え
る
と
い
う
の
は
あ
り
ふ
れ
た
手
法
だ
か
ら
、
そ
の
手
法
が
説
得
力
を
も
つ
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
繊

細
な
神
経
と
平
衡
感
覚
が
必
要
な
の
か
を
思
い
や
る
人
は
少
な
い
。
二
つ
の
現
象
―
―
芸
術
と
、
芸
術
家
の
伝
記
と
―
―
の
あ

い
だ
に
は
直
観
的
に
見
て
と
れ
る
類
似
や
平
行
関
係
が
多
く
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
伝
記
に
よ
る
置
き
換
え
が
原

物
の
型
と
あ
ま
り
に
似
通
っ
て
く
る
と
、
置
き
換
え
は
た
ん
な
る
重
複
と
な
り
、
解
釈
は
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
骨
董
案

内
に
堕
し
て
し
ま
う
。
置
き
換
え
作
業
の
利
点
は
、
作
品
と
伝
記
と
の
ち
が
い
が
、
な
ん
だ
こ
れ
は
、
と
い
う
驚
き
や
、
意
外

な
も
の
と
の
出
会
い
を
招
き
寄
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
伝
記
と
作
品
の
突
き
合
わ
せ
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
二
つ
の
矛
盾
す
る
力

が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
独
特
の
効
果
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一
方
で
、
芸
術
作
品
は
作
家
の
生
涯
に
光
を
当
て
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。
作
品
を
掘
り
下
げ
る
と
個
人
の
秘
密
に
せ
ま
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
生
涯
と
作
品
が
等
号
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で
結
ば
れ
る
の
だ
。
他
方
、
置
き
換
え
が
単
な
る
重
複
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
作
者
の
生
涯
が
作
品
か
ら
は
っ
き
り
と
切
り

離
さ
れ
て
、
独
自
の
ド
ラ
マ
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
初
め
て
、
伝
記
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
、
伝
記
を
知
ら
な

い
で
作
品
を
見
た
場
合
と
は
ち
が
っ
た
見
か
た
を
用
意
す
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
わ
ざ
と
ら
し
く
思
え
て
く
る
に
つ
れ
て
、
名
前
や
伝
記
は
、
美
術
愛
好
家
の
あ

い
だ
で
は
そ
う
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
美
術
史
の
学
問
領
域
に
お
い
て
は
、
理
解
の
土
台
を
な
す
も
の
と

は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
名
前
と
伝
記
は
、
物
神
崇
拝
的
な
市
場
の
都
合
に
合
わ
せ
て
、
商
売
上
の
格
付
け
に
使
わ
れ
る
と

い
う
の
は
よ
く
耳
に
す
る
と
こ
ろ
だ
し
、
同
時
に
、
普
通
の
能
力
に
も
と
づ
く
作
品
評
価
の
試
み
を
軽
蔑
す
る
よ
う
な
、
神
秘

的
で
時
代
遅
れ
の
天
才
崇
拝
を
永
続
さ
せ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
程
度
の
犠
牲
を
求
め
る
力
が
―
―
解

釈
の
内
容
に
た
い
す
る
同
じ
よ
う
な
強
制
力
を
と
も
な
っ
て
―
―
美
術
理
解
へ
と
向
か
う
以
下
の
接
近
法
の
核
心
に
も
つ
き
ま

と
っ
て
い
る
。

二
十
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
は
、
す
で
に
振
子
は
も
っ
と
非
人
格
的
な
置
き
換
え
法
へ
と
傾
い
て
い
た
。
理
由
の
一
端
は
、

名
前
の
復
活
が
見
こ
め
な
い
美
術
史
の
下
部
領
域
―
―
主
と
し
て
古
代
後
期
と
中
世
の
写
本
美
術
―
―
が
重
き
を
な
し
て
き
た

こ
と
に
あ
る
。
作
品
制
作
の
中
心
地
や
工
房
が
、
学
者
の
追
い
も
と
め
る
新
し
い
実
体
と
な
り
、
新
し
い
名
前
と
な
っ
た
。
原

型
と
先
例
、
手
本
と
複
製
が
語
り
の
主
題
と
な
り
、
制
作
の
中
心
地
を
弁
別
す
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
た
。
知
識
が
ふ
え
た
の

は
明
白
だ
が
、
作
品
の
理
解
と
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
置
き
換
え
作
業
が
混
同
さ
れ
、
似
た
も
の
同
士
を
近
づ
け
、
似
つ
か
ぬ

も
の
を
切
り
離
す
、
と
い
っ
た
こ
と
が
際
限
な
く
く
り
か
え
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
研
究
活
動
と
、
系
列
中
の
一
点
に
お
い
て
制

作
さ
れ
た
作
品
に
目
を
凝
ら
す
こ
と
と
は
、
実
際
上
、
折
り
合
い
の
つ
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
方
法
が
、
年
表
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上
の
別
の
時
代
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
衝
動
は
「
起
源
探
し
」
と
揶や

ゆ揄
さ
れ
る
よ
う
な
反
射
的
行
為
へ
と
変

質
し
て
い
っ
た
。
仲
間
の
美
術
史
家
よ
り
少
し
で
も
古
い
原
型
を
探
し
出
し
て
き
て
相
手
を
出
し
ぬ
き
、
そ
れ
ま
で
注
目
を
集

め
て
い
た
対
象
を
で
き
る
だ
け
早
く
消
去
し
て
、
別
の
対
象
を
そ
こ
に
挿
入
す
る
、
と
い
っ
た
見
苦
し
い
競
争
が
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
た）

1
（

。

作
品
へ
の
こ
う
し
た
近
づ
き
か
た
が
限
界
を
も
つ
こ
と
は
、
も
と
も
と
そ
れ
が
発
展
し
た
中
世
美
術
史
の
領
域
に
お
い
て
さ

え
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、
さ
ら
に
制
作
者
が
知
ら
れ
、
豊
富
な
記
録
の
残
る
分
野
で
は
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の

で
、
そ
こ
か
ら
作
品
の
見
か
た
に
さ
ら
な
る
変
化
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
変
化
を
促
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
近
年

の
美
術
―
―
つ
ま
り
、
ロ
マ
ン
主
義
以
降
の
西
洋
美
術
―
―
が
過
去
の
時
代
の
美
術
と
同
等
の
学
問
的
地
位
と
呼
べ
る
よ
う
な

も
の
を
獲
得
し
た
効
果
が
、
遅
れ
て
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
主
題
と
変
奏
の
論
理
を
有
意
義
に
展

開
で
き
る
場
と
し
て
、
宗
教
的
徴
表
、
人
文
主
義
的
範
型
、
王
侯
に
ま
つ
わ
る
寓
喩
と
い
っ
た
安
定
し
た
象
徴
体
系
が
あ
っ
た
。

中
世
の
写
本
に
お
け
る
線
と
色
の
配
置
の
多
く
は
、
神
学
的
教
義
や
道
徳
的
教
訓
と
通
じ
合
う
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
容
易
に
見
て
と
れ
る
。
等
号
で
結
ば
れ
る
両
辺
―
―
線
・
色
の
配
置
と
、
神
学
的
教
義
な
い
し
道
徳
的
教
訓
―
―
は
、
経
験

を
離
れ
た
抽
象
的
な
図
式
を
な
し
、
そ
こ
に
内
的
な
秩
序
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
心
の
地
図
が
存
在
し
、
等
号
の
両
辺

は
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
同
時
平
行
的
に
組
み
立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
独
立
性
と
非
宗
教
性
が
次
第
に
強
く
な
っ
て

い
く
近
代
美
術
を
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
カ
ン
バ
ス
に
塗
ら
れ
た
絵
の
具
と
、
産
業
革
命
、
大
規
模
都
市
の
出
現
、
機
械
化

さ
れ
た
戦
争
と
い
っ
た
巨
大
な
現
象
と
を
比
較
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
美
的
現
象
と
歴
史
的
現
象
と
を
た
が
い
に
対
応
さ
せ
よ
う

と
し
て
も
、
大お
お

雑ざ
つ

把ぱ

な
対
応
し
か
な
り
た
た
ず
、
双
方
に
う
ま
く
適
合
す
る
共
通
の
心
の
地
図
を
想
像
す
る
こ
と
は
き
わ
め
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て
む
ず
か
し
い
。
一
方
を
う
ま
く
記
述
で
き
た
と
し
て
も
、
他
方
の
記
述
は
ど
れ
も
こ
れ
も
気
が
滅
入
る
ほ
ど
不
出
来
な
の

だ
。に

も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
二
世
代
に
わ
た
っ
て
美
術
史
家
た
ち
は
広
汎
な
社
会
的
・
歴
史
的
研
究
に
取
り
組
ん
だ
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
研
究
に
本
来
つ
き
ま
と
う
困
難
を
思
う
と
、
成
功
し
た
例
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
の
は
称
賛
に
値
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
研
究
に
ま
つ
わ
る
避
け
が
た
い
欲
求
不
満
と
過
剰
な
期
待
が
、
反
発
を
招
い
た
の
も
事
実
だ
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

の
す
り
き
れ
た
旗
を
掲
げ
て
航
海
す
る
者
た
ち
は
、
美
術
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
歴
史
に
理
解
可
能

な
固
有
の
型
な
ど
な
い
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
き
た
。
か
れ
ら
の
好
む
説
明
用
語
は
、
難
解
な
言
語
理
論

の
方
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
言
語
の
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
た
―
―
つ
ま
り
、
抑
圧
さ
れ
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
自

制
的
相
互
作
用
と
し
て
理
解
さ
れ
た
―
―
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
が
そ
の
一
つ
だ
し
、
さ
ら
に
は
つ
ね
に
書
き
手
の
意
図
を
出
し

ぬ
い
て
、
意
図
に
反
す
る
自
律
の
論
理
に
従
う
、
言
語
記
号
の
連
鎖
と
い
う
脱
構
築
論
者
の
過
激
な
概
念
が
他
の
一
つ
だ
。
ど

ち
ら
の
場
合
も
（
あ
る
い
は
、
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
た
よ
く
見
か
け
る
や
り
か
た
の
場
合
で
も
）、
社
会
経
済
史
の
学
問
分
野

が
短
期
間
な
が
ら
保
持
し
て
い
た
威
信
が
失
墜
し
、
威
信
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
文
学
の
研
究
の
ほ
う
へ
と
、
―
―
と
く
に
、
フ
ラ

ン
ス
の
哲
学
と
精
神
分
析
に
見
ら
れ
る
、
局
所
的
な
、
し
か
し
、
い
か
に
も
魅
惑
的
な
傾
向
を
組
み
こ
も
う
と
す
る
文
学
研
究

の
ほ
う
へ
と
、
―
―
移
っ
て
い
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
思
想
に
棹
さ
す
人
び
と
の
困
難
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
困
難
の
一
つ
は
、
遅
れ
て

や
っ
て
き
た
新
入
者
た
ち
が
、
新
し
い
社
会
的
美
術
史
へ
と
乗
り
出
し
た
人
び
と
の
多
く
が
す
で
に
、
自
分
た
ち
と
同
じ
く
、

バ
ル
ト
、
ラ
カ
ン
、
フ
ー
コ
ー
そ
の
他
に
よ
る
主
要
文
献
の
発
見
に
刺
激
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
当
の
フ
ラ
ン
ス
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で
の
知
的
流
行
に
つ
い
て
は
そ
の
人
び
と
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
早
く
理
解
し
て
い
た
の
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

の
登
場
に
よ
っ
て
美
術
史
の
叙
述
が
全
体
と
し
て
生
き
生
き
と
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
認
め
て
い
い
が
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
右
に
い
う
美
術
研
究
史
上
の
記
憶
喪
失
を
大
目
に
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

口
の
減
ら
な
い
新
保
守
主
義
者
た
ち
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
業
界
が
流
行
に
乗
っ
て
意
図
的
な
曖
昧
表
現
に
出
て
い
る
と
非
難

し
て
き
た
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
秘
教
的
な
方
向
転
換
に
貢
献
し
た
多
く
の
人
び
と
に
見
ら
れ
る
、
純
粋
な
精
神
の
あ

り
さ
ま
を
思
う
と
、
そ
の
失
敗
は
も
っ
と
共
感
を
も
っ
て
真
摯
に
説
明
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
答
え
の
一
つ
は
、
そ
の

説
明
（
言
い
換
え
）
の
枠
組
み
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
特
殊
な
美
術
史
研
究
の
方
法
は
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
問

う
と
こ
ろ
か
ら
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
の
美
術
史
に
は
、
伝
記
や
、
工
房
の
系
譜
や
、
古
代
の
図
像
学
的
な
語
彙

を
拠
り
所
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
法
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
研
究
の
枠
組
み
の
変
更
に
よ
っ
て

可
能
に
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
交
換
さ
れ
る
枠
組
み
は
、
両
方
と
も
、
お
お
か
た
美
術
史
家
自
身
が
、
同
僚
や
先
輩
た
ち
と
と

も
に
作
り
上
げ
た
も
の
だ
っ
た
。
か
れ
ら
は
視
覚
現
象
を
じ
っ
く
り
観
察
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
た
め
の
語
り

を
い
く
つ
も
並
行
し
て
収
集
し
た
。
語
り
の
材
料
は
す
べ
て
が
手
慣
れ
た
専
門
知
識
の
分
野
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
社
会
的
な
美

術
史
家
た
ち
も
、「
普
通
の
」
歴
史
家
た
ち
が
見
の
が
す
領
域
に
基
礎
研
究
の
素
材
が
―
―
つ
ま
り
、
美
術
の
解
釈
と
い
う
特

別
の
必
要
に
も
と
づ
く
研
究
の
素
材
が
―
―
た
っ
ぷ
り
蓄
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
研
究
は
同
時
に
、

美
術
研
究
を
専
門
分
野
と
し
な
い
読
者
に
た
い
し
て
も
、
一
時
代
の
一
地
域
の
全
体
像
を
変
更
す
る
だ
け
の
力
を
も
っ
て
い
た
。

枠
組
み
変
更
の
そ
の
よ
う
な
相
補
的
な
関
係
は
、
新
し
い
理
論
体
系
の
も
と
で
は
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
実
際
、
退
行

と
で
も
言
え
る
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
高
度
に
発
達
し
た
専
門
的
な
理
論
を
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
た
美
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術
史
か
ら
の
転
向
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
著
作
の
中
で
そ
れ
を
言
い
換
え
て
い
く
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
ら
の
高
度
に

専
門
的
な
語
彙
は
、
美
術
史
家
の
使
い
や
す
い
よ
う
に
作
り
直
し
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
作
品
そ

の
も
の
が
、
そ
れ
を
説
明
す
る
そ
の
手
法
に
た
い
し
て
独
立
し
た
要
求
や
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
と
な

る
と
、
自
分
の
考
え
に
凝
り
固
ま
っ
た
保
守
主
義
者
だ
け
で
な
く
、
話
の
通
じ
る
懐
疑
家
ま
で
が
、
一
般
論
と
し
て
、
最
新
の

言
語
化
形
式
を
採
用
す
る
の
は
、
払
う
犠
牲
が
大
き
す
ぎ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
れ
ら
の
観
察
す
る
通
り
、
そ
の
形

式
は
一
方
の
側
に
だ
け
力
が
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
し
か
し
、
解
釈
の
目
標
を
高
く
す
る
こ
と
を
控
え
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
こ

こ
三
十
年
ほ
ど
は
、
大
体
に
お
い
て
の
ん
気
で
内
向
き
だ
っ
た
領
域
に
お
い
て
、
標
準
を
は
る
か
に
超
え
る
試
み
と
し
て
高
い

目
標
を
掲
げ
る
の
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
わ
た
し
が
こ
の
本
で
言
い
た
い
の
は
、
美
術
史
家
の
実
践
の
最
上
の
例
の

う
ち
に
、
前
へ
と
進
む
手
引
き
が
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
に
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
問
い
た
い
の
は
、
美
術
史
家
が
研
究

対
象
と
す
る
も
の
―
―
個
々
の
記
念
建
造
物
や
周
辺
の
作
品
群
―
―
の
う
ち
に
、
対
象
を
理
解
で
き
る
も
の
に
す
る
暴
力
的
な

転
置
や
置
き
換
え
の
行
為
に
あ
た
る
も
の
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
説

明
す
る
こ
と
は
説
明
を
可
能
に
す
る
条
件
を
探
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
し
か
も
、
多
少
と
も
恣
意
的
に
も
ち
こ
ま
れ
た
理
論
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
美
術
史
研
究
の
具
体
的
な
必
然
性
を
通
じ
て
そ
れ
を
探
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
成
果
を
実
現
し
た
研
究
例
と
し
て
、
美
術
史
の
文
献
と
し
て
私
の
知
る
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
挑
戦

的
な
三
つ
の
仕
事
が
結
び
つ
く
。
本
章
の
残
り
の
部
分
と
後
続
の
二
章
の
土
台
を
な
す
の
が
、
そ
の
三
つ
の
事
例
研
究
だ
。
ど

の
研
究
で
も
対
象
が
分
析
を
招
き
よ
せ
、
分
析
の
道
案
内
者
と
な
っ
て
い
る
。
解
釈
者
の
天
分
の
半
ば
は
、
対
象
の
招
き
を
そ
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れ
と
認
知
す
る
こ
と
に
あ
る
。

＊
　
＊
　
＊

二
章
以
下
も
そ
う
だ
が
、
こ
の
章
で
も
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
研
究
だ
け
を
取
り
上
げ
る
つ
も
り
だ
け
れ
ど
、
と
は
い
え
、
研

究
者
が
ど
ん
な
経
歴
の
ど
ん
な
人
物
か
に
つ
い
て
は
や
は
り
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
マ
イ
ヤ
ー
・
シ
ャ
ピ
ロ
が
一
九
九
六

年
に
九
十
一
歳
で
死
ん
だ
と
き
、
か
れ
は
、
か
つ
て
は
喜
び
の
源
だ
っ
た
が
、
後
年
に
は
負
担
と
も
な
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
賛
辞

を
受
け
と
っ
た
。
生
前
、
熱
意
あ
る
若
い
美
術
史
家
た
ち
は
、
か
け
だ
し
の
一
九
三
○
年
代
に
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
な
途と

轍て
つ

も

な
い
仕
事
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
物
語
る
よ
う
に
要
望
し
、
ま
た
、
世
界
恐
慌
期
の
左
翼
政
治
や
人
民
戦
線
や
反

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
分
派
へ
の
か
れ
の
加
担
と
介
在
に
つ
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
芸
術
、
哲
学
、
社
会
科
学
、
文
学

の
領
域
に
お
け
る
巨
人
（
や
同
僚
）
た
ち
と
の
温
か
く
豊
か
な
友
情
に
つ
い
て
回
想
す
る
よ
う
に
、
く
り
か
え
し
要
望
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
の
名
声
の
ふ
し
ぎ
さ
は
、
そ
の
業
績
と
経
験
を
考
え
に
入
れ
る
と
、
称
賛
が
も
っ
と
広
が
っ
て
も

よ
さ
そ
う
な
の
に
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
か
れ
が
当
然
の
よ
う
に
手
に
し
た
熱
烈
な
称
賛
は
、
そ
の
大
部
分
が

美
術
の
世
界
に
限
ら
れ
て
い
た
。
か
れ
が
文
学
批
評
か
政
治
学
か
哲
学
か
に
専
念
し
て
い
た
な
ら
ば
、
か
れ
に
捧
げ
ら
れ
た
伝

記
や
解
説
書
で
も
っ
て
書
棚
の
一
つ
が
埋
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
知
識
人
に
つ
い

て
の
数
あ
る
研
究
の
な
か
で
、
か
れ
は
端
役
が
い
い
所
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
、
学
術
関
係
の
一
握
り
の
論
文
や

批
評
に
限
っ
て
い
え
ば
、
二
十
世
紀
の
知
的
生
活
に
た
い
す
る
か
れ
の
貢
献
を
正
当
に
評
価
す
る
作
業
が
始
ま
っ
て
い
る
。


