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美
術
作
品
が
政
治
的
身
振
り
で
あ
る
と
き
︑
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

書
く
べ
き
か
︒
美
術
家
の
手
法
や
技
術
を
用
い
て
演
じ
ら
れ
る
政
治
的
行
為

に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
書
く
べ
き
か
︒
本
書
は
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
し
︑

長
年
に
わ
た
る
入
念
な
調
査
を
も
と
に
︑
刺
激
的
な
新
し
い
研
究
の
あ
り
方

を
提
案
す
る
︒

　
こ
こ
数
年
︑
と
り
わ
け
北
米
に
お
い
て
進
ん
で
い
る
日
本
現
代
美
術
の
研

究
者
の
論
考
に
は
︑ 

ブ
ル
ー
ス
・
ベ
ヤ
ー
ド
︑ 

ミ
リ
ア
ム
・
サ
ー
ス
︑ 

古
畑
百

合
子
︑ 

富
井
玲
子
に
よ
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
︑ 

ま
た
︑ 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
︑

グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
美
術
館
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）︑
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
美
術
館
の
展

覧
会
カ
タ
ロ
グ
や
関
連
出
版
物
な
ど
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
書
は
タ
イ
ト
ル

に
﹁
ア
ー
ト
﹂
と
あ
る
も
の
の
︑
そ
れ
を
単
純
に
﹁
美
術
史
﹂
と
解
釈
す
る

と
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
︒
本
書
は
︑ 

美
術
史
の
書
で
あ
る
と
同
時
に
︑ 

政
治

革
命
と
文
化
史
の
考
察
で
も
あ
る
か
ら
だ
︒
取
り
扱
う
課
題
が
多
岐
に
わ
た

る
分
︑
芸
術
の
通
史
は
対
象
外
で
あ
り
︑
美
術
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
本

書
の
視
野
は
ル
ー
ツ
が
絵
画
︑
彫
刻
︑
音
楽
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
前
衛
芸
術
︑

す
な
わ
ち
︑
の
ち
に
﹁
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ア
ー
ト
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
映
画
︑
舞
踊
︑
演
劇
︑
写
真
な
ど

も
本
書
で
は
分
析
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
主
題
の
︿radical 

avant-garde

﹀
は
年
代
順
の
美
術
史
の
な
か
の
出
来
事
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
い
︒

こ
の
た
め
︑
一
九
六
〇
年
代
日
本
の
美
術
史
全
般
の
知
識
を
求
め
て
こ
の
本

を
参
照
し
た
読
者
が
︑
物
足
り
な
い
と
感
じ
た
と
し
て
も
当
然
な
の
で
あ
る
︒

　
だ
が
︑
精
選
さ
れ
た
前
衛
の
物
語
を
描
く
こ
と
で
一
九
六
〇
年
代
日
本
の

書 

評ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ロ
ッ
テ
ィ

『
貨
幣
、
電
車
、
ギ
ロ
チ
ン
―
―
一
九
六
〇
年
代
日
本
の
芸
術
と
革
命
』

W
illiam

 M
arotti, M

oney, Trains, and G
uillotines: A

rt and Revolution in 1960s Japan.  
D

urham
: D

uke U
niversity Press, 2013.

金
田
美
紀



書評

231

美
術
活
動
を
再
考
す
る
姿
勢
は
︑
本
書
の
著
し
い
特
色
と
言
え
る
︒
文
化

史
・
歴
史
学
の
専
門
家
と
し
て
分
析
す
る
マ
ロ
ッ
テ
ィ
の
議
論
は
︑
一
般
的

な
﹁
ア
ー
ト
﹂
と
い
う
枠
組
み
が
︑
本
書
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
る
諸
実
践
の

革
命
的
性
質
を
論
ず
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
な
ぜ
な

ら
︑
完
成
し
た
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
を
主
な
対
象
と
す
る
既
存
の
美
術
史
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
美
術
と
社
会
的
プ
ラ
ク
シ
ス
の
強
く
結
ば
れ
た
関
係
を
分

析
す
る
に
は
︑
根
本
的
に
不
向
き
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
著
者
は
︑

前
衛
芸
術
家
の
赤
瀬
川
原
平
の
活
動
を
は
じ
め
︑
実
践
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
や
政
治
的
行
為
を
中
核
と
す
る
芸
術
の
分
析
を
通
し
て
︑﹁
テ
ク
ス
ト
﹂
や

﹁
作
品
﹂
を
研
究
の
原
理
的
対
象
と
す
る
問
題
意
識
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
︑

歴
史
学
を
軸
と
し
た
美
術
の
物
語
を
紹
介
す
る
︒

　
本
書
は
︑
戦
前
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
芸
術
活
動
と
戦
後
民
主
主
義
︑

天
皇
制
︑
メ
デ
ィ
ア
を
軸
と
し
た
社
会
運
動
や
言
論
活
動
と
の
つ
な
が
り
を

紹
介
し
︑
一
九
六
〇
年
代
の
前
衛
派
が
過
去
の
歴
史
の
動
き
に
根
付
い
て
い

る
と
同
時
に
︑
そ
れ
が
六
〇
年
代
の
革
命
的
な
政
治
思
想
や
活
動
の
源
と

な
っ
た
様
子
が
描
か
れ
る
︒
歴
史
学
的
に
は
﹁
評
価
の
低
か
っ
た
一
九
六
〇

年
代
日
本
の
前
衛
派
を
︑
そ
の
時
代
の
も
っ
と
も
予
見
的
で
強
力
な
批
判
の

声
と
し
て
暴
き
出
す
こ
と
で
︑（
狭
義
の
）
文
化
と
政
治
を
分
け
隔
て
よ
う
と

す
る
視
点
に
反
し
て
﹂（p. 315

）
マ
ロ
ッ
テ
ィ
は
議
論
を
進
め
る
︒

　
加
え
て
︑
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
芸
術
作
品
の
背
景
の
み
で
は
な
く
︑

作
品
を
構
成
す
る
重
大
な
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
︑
作
品
は
作
家
の
政
治
的

意
図
を
﹁
反
映
﹂
す
る
の
み
で
な
く
︑
直
接
的
な
政
治
行
動
そ
の
も
の
で
あ

る
と
す
る
︒﹁
芸
術
﹂
概
念
の
考
察
は
単
な
る
美
学
的
理
論
上
の
問
題
を
超
え
︑

そ
の
定
義
の
重
大
性
は
芸
術
家
の
生
活
︑
そ
し
て
芸
術
家
お
よ
び
一
般
市
民

の
政
治
参
加
の
権
利
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
と
す
る
︒
著
者
は
︑
赤
瀬
川
原

平
が
千
円
札
を
拡
大
印
刷
し
た
り
︑
手
描
き
で
複
製
し
た
り
し
た
作
品
を
公

表
し
た
後
︑
予
期
せ
ぬ
通
貨
及
証
券
模
造
取
締
法
違
反
に
問
わ
れ
裁
判
と

な
っ
た
事
件
を
例
に
挙
げ
︑﹁
赤
瀬
川
の
活
動
を
︿
美
術
﹀
と
い
う
既
存
の
社

会
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
強
引
に
隔
離
す
る
こ
と
は
︑
芸
術
活
動
の
革
命
的
な

可
能
性
を
狭
め
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
（p. 75

）︒

　
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
貨
幣
︑
電
車
︑
ギ
ロ
チ
ン
と
い
う
挑
発
的
な
言
葉
は
︑

い
ず
れ
も
本
書
で
検
討
さ
れ
る
重
要
な
芸
術
作
品
に
由
来
す
る
︒﹁
貨
幣
﹂
は

一
九
六
四
年
か
ら
一
九
六
九
年
の
間
︑
赤
瀬
川
原
平
を
心
身
と
も
に
疲
弊
さ

せ
た
長
年
の
裁
判
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
千
円
札
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
作

品
群
を
示
す
︒﹁
電
車
﹂
は
中
西
夏
之
︑
高
松
次
郎
︑
川か
わ

仁に

宏
ら
に
よ
っ
て
実

行
さ
れ
た
︑
通
勤
電
車
の
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
空
間
に
芸
術
行
為
を
突
入
さ

せ
た
﹁
山
手
線
円
環
行
動
﹂
を
指
す
︒﹁
ギ
ロ
チ
ン
﹂
は
︑
皇
居
前
に
巨
大
な

ギ
ロ
チ
ン
を
立
て
る
こ
と
で
戦
後
も
な
お
続
く
天
皇
制
に
抗
議
す
る
美
術
家
・

評
論
家
の
今
泉
文
章
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
プ
ラ
ン
を
指
す
︒
な
お
︑

こ
れ
は
計
画
と
し
て
は
公
表
さ
れ
た
が
︑
出
来
事
と
し
て
の
実
現
に
は
及
ば

な
い
試
み
の
ま
ま
終
わ
っ
た
︒

　
本
書
は
三
部
に
分
け
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
短
い
序
章
に
続
い
て
二
︑ 

三
章
の
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構
成
と
な
っ
て
い
る
︒

　
第
一
部
は
赤
瀬
川
原
平
の
千
円
札
を
モ
デ
ル
に
し
た
印
刷
物
と
そ
の
公
表

が
巻
き
起
こ
し
た
︑
カ
フ
カ
の
物
語
の
よ
う
な
裁
判
を
検
討
し
て
い
る
︒
そ

こ
で
は
︑
芸
術
行
為
と
猥
褻
の
境
界
線
が
い
か
に
し
て
日
常
の
現
状
を
覆
す

犯
罪
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
経
緯
や
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
﹁
ポ
リ
ス
﹂（la police

）
と
政
治
（la politique

）
の
対
立
図

式
と
戦
後
社
会
に
お
け
る
天
皇
制
の
関
係
な
ど
︑
複
数
の
関
連
し
た
問
題
が

歴
史
学
と
理
論
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
理
論
を

採
用
す
る
こ
と
で
︑
赤
瀬
川
ら
の
仕
事
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
美
学
の
政
治
学
︑

そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
︑
国
家
を
超
え
た
言
論
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
︒
こ
こ

で
紹
介
さ
れ
る
赤
瀬
川
の
活
動
と
日
本
の
法
シ
ス
テ
ム
と
の
対
立
が
や
が
て

大
規
模
な
芸
術
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
と
発
展
す
る
様
子
は
︑
本
書
の
三
部
を
ま

と
め
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒

　
第
二
部
で
は
︑
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
六
三
年
の
間
に
開
催
さ
れ
た
読
売

新
聞
社
主
催
の
無
審
査
・
無
償
・
自
由
出
品
制
の
展
覧
会
﹁
読
売
ア
ン
デ
パ

ン
ダ
ン
展
﹂
が
紹
介
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
読
売
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
が
芸

術
の
革
命
的
要
素
を
追
求
す
る
美
術
家
の
溜
ま
り
場
と
な
っ
た
様
子
が
描
か

れ
る
︒
第
二
部
前
半
は
読
売
新
聞
社
の
社
史
を
紹
介
し
︑
前
衛
芸
術
を
支
え

る
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
の
声
と
し
て
の
新
し
い
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
築
き
︑
新
聞
社
の
威
信
を
高
め
る
こ
と
を
狙
っ
た
政
治

的
機
会
で
も
あ
っ
た
と
記
述
す
る
︒
二
部
後
半
で
は
︑
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展

に
出
品
さ
れ
た
作
品
が
検
討
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
風か
ざ
く
ら倉
匠し
ょ
う︑
中
西
夏
之
︑

刀
根
康
尚
︑
ま
た
前
衛
芸
術
集
団
﹁
ゼ
ロ
次
元
﹂
の
メ
ン
バ
ー
ら
が
芸
術
行

為
を
通
し
て
日
常
の
中
に
隠
さ
れ
た
抑
圧
を
明
る
み
に
出
し
︑
無
意
識
な
日

常
の
慣
例
を
根
本
的
に
異
化
す
る
こ
と
で
︑
政
治
転
換
の
場
面
を
創
作
し
た

と
論
じ
ら
れ
る
︒

　
第
三
部
で
は
︑
赤
瀬
川
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
芸
術
と
革
命
の
言
説
が

検
討
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
再
び
赤
瀬
川
の
裁
判
が
︑
日
常
と
現
実
と
前
衛

美
術
の
関
係
を
分
析
す
る
際
の
中
心
と
な
る
︒
高
松
次
郎
や
中
西
夏
之
ら
が

﹁
現
実
の
秩
序
の
状
況
﹂
を
問
い
た
だ
す
に
あ
た
っ
て
︑
赤
瀬
川
の
﹁
資
本
主

義
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
論
と
提
携
し
た
点
に
︑
と
り
わ
け
照
準
が
合
わ
せ
ら
れ
る
︒

﹁
通
貨
﹂
を
同
時
に
﹁
も
の
﹂
と
し
て
扱
っ
た
赤
瀬
川
の
理
論
は
︑
国
家
が
犯

罪
と
芸
術
と
通
貨
の
境
界
を
警
備
（police)

し
︑
ま
た
︑﹁
芸
術
﹂
や
﹁
通
貨
﹂

の
一
般
的
な
解
釈
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
平
穏
な
日
常
生
活
の
空
間

と
事
物
ま
で
を
も
統
制
す
る
あ
り
さ
ま
を
明
か
す
︒

　
こ
の
ほ
か
︑
注
記
し
て
お
き
た
い
本
書
の
特
徴
に
図
版
と
年
表
が
あ
る
︒

一
二
五
点
に
達
す
る
図
版
の
う
ち
︑
一
九
点
は
美
し
い
カ
ラ
ー
図
版
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
本
文
を
補
足
し
︑
読
者
に
と
っ
て
大
変
参
考
に
な
る
︒
さ
ら
に
年

表
は
︑
歴
史
的
に
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
お
よ
び
本
書
の
テ
ー
マ
と
関
連
す
る
法

制
史
上
の
出
来
事
︑
ま
た
同
時
代
の
現
代
美
術
の
発
展
を
並
べ
て
表
記
す
る
︒

こ
の
年
表
を
本
文
の
前
に
挿
入
す
る
こ
と
で
︑
本
文
中
の
通
史
の
解
説
は
抑

え
ら
れ
︑
効
果
的
に
特
定
の
イ
ベ
ン
ト
と
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
に
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な
っ
て
い
る
︒

　
本
書
に
は
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
名
前
が
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
が
︑

こ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
の
美
術
界
の
事
情
で
も
あ
る
︒
現
在
で
こ
そ
オ
ノ
・

ヨ
ー
コ
︑
草
間
彌や
よ
い生
︑
久
保
田
茂
子
︑
塩
見
允み

え

こ
枝
子
な
ど
︑
一
九
六
〇
年
代

以
降
に
成
果
を
残
し
た
前
衛
芸
術
家
と
し
て
注
目
を
浴
び
る
女
性
美
術
家
が

数
名
い
る
が
︑
本
書
が
扱
う
赤
瀬
川
ら
の
前
衛
派
の
集
団
に
女
性
の
中
心
メ

ン
バ
ー
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
作
品
の

素
材
と
し
て
︑
女
性
の
身
体
は
十
分
に
登
場
す
る
︒
そ
こ
で
︑
日
常
の
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
に
対
す
る
マ
ロ
ッ
テ
ィ
の
卓
越
し
た
議
論
は
︑
国
家
権
力
の
発
動

の
場
で
あ
る
日
常
が
︑
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
か
を
考

察
に
加
え
る
こ
と
で
︑
さ
ら
に
有
意
義
な
討
議
と
な
っ
た
よ
う
に
思
う
︒
本

書
が
検
討
す
る
作
品
の
う
ち
︑
肉
体
が
中
核
と
な
る
も
の
で
は
︑
赤
瀬
川
に

よ
る
︑
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
内
に
あ
る
身
体
の
不
気
味
さ
を
熟
考
す
る
﹁
あ

い
ま
い
な
海
﹂
シ
リ
ー
ズ
や
︑
肉
体
を
連
想
さ
せ
る
オ
ブ
ジ
ェ
﹁
ヴ
ァ
ギ
ナ

の
シ
ー
ツ
（
二
番
目
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
）﹂︑
ま
た
男
性
器
の
増
殖
が
モ
チ
ー
フ

と
し
て
現
れ
る
工
藤
哲
巳
の
い
く
つ
か
の
作
品
や
︑
糸
井
貫
二
の
︑
裸
体
が

日
常
空
間
に
剝
き
だ
さ
れ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の

作
品
で
は
︑
身
体
が
芸
術
と
権
力
の
闘
争
の
現
場
を
象
徴
す
る
︒
し
か
し
一

方
︑
風
倉
匠
や
糸
井
貫
二
の
挑
戦
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
︑
工
藤
哲
巳
の
体

や
分
離
し
た
男
根
の
群
れ
と
し
て
現
れ
る
男
性
作
家
の
肉
体
性
は
︑
自
由
に

意
味
や
形
を
選
択
し
︑
変
形
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒
他
方
︑
女
性
の
身

体
は
主
と
し
て
︑（
男
性
）
作
家
の
幻
想
や
社
会
へ
の
不
満
を
投
げ
出
す
対
象

と
な
り
︑
受
動
的
か
つ
（
男
性
か
ら
見
て
）
他
者
の
身
体
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
土
台
に
過
ぎ
な
い
あ
り
様
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
今
後
の
研
究
者
に
引

き
続
き
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
︒

　
本
書
は
標
準
化
さ
れ
た
芸
術
︑
政
治
︑
そ
し
て
日
常
の
概
念
の
境
界
を
問

い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
政
治
と
芸
術
を
同
時
に
考
察
す
る
た
め
の
モ
デ
ル

を
提
供
す
る
重
要
な
研
究
で
あ
る
︒
こ
こ
数
年
増
え
続
け
る
戦
後
日
本
の
前

衛
美
術
を
め
ぐ
る
研
究
文
献
の
な
か
で
も
必
読
の
一
冊
で
あ
ろ
う
︒
作
品
の

入
念
な
分
析
と
そ
の
美
術
史
お
よ
び
戦
後
文
化
史
に
お
け
る
重
要
性
の
検
討

が
綿
密
で
あ
る
た
め
︑
時
に
は
専
門
家
以
外
に
は
理
解
す
る
の
が
困
難
と
感

じ
る
箇
所
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
著
者
の
明
快
な
説
明
に
よ
っ
て
︑

一
般
読
者
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
論
考
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
美
術
史
︑

文
化
史
︑
社
会
政
治
︑
戦
後
日
本
の
文
化
史
と
美
術
史
の
研
究
者
の
他
に
︑

ビ
ジ
ュ
ア
ル
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
︑
映
画
研
究
︑
そ
し
て
音
楽
︑
舞
踏
︑
演
劇

の
舞
台
芸
術
に
興
味
の
あ
る
学
者
も
含
め
︑
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
歓
迎
さ

れ
る
論
考
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
歴
史
学
と
し
て
は
︑
一
九
六
〇
年
代
の
芸
術

活
動
と
政
治
活
動
が
日
常
生
活
の
リ
ズ
ム
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
︑
当
時
の
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
左
翼
言
説
と
結
び
つ
け
て
検
討
す
る
本
書
の
姿
勢
は
︑

今
後
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
参
考
と
な
る
は
ず
だ
︒

　
　
＊ 

本
稿
はM

onum
enta N

ipponica 70, no.1

（2015

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ

ク
ス
ト
の
翻
訳
で
あ
る
︒


