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九
世
紀
後
半
の
英
国
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ア
の
位
憤

．
 

北
村
仁
美

H
 

a+a 11 015 
第1車 近代工芸運動

■ 

住
ま
い
へ
の
関
心
の
高
ま
り
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
と
レ
ッ
ド
・
ハ
ウ
ス

世
界
に
先
駆
け
て
い
ち
早
く
産
業
革
命
を
成
し
遂
げ
、
未
曾
有
の
発
展
を
遂
げ
て
い
た
一
九
世
紀
後
半
の
英
国
の
都
市
ロ
ン
ド
ン
。
地

方
か
ら
都
市
へ
と
人
口
が
流
入
し
、
都
市
の
人
口
が
一
気
に
膨
れ
上
が
る
一
方
、
悪
化
す
る
街
の
生
活
環
境
や
過
密
状
態
か
ら
逃
れ
、
よ

り
よ
い
環
境
を
求
め
て
郊
外
へ
と
向
か
う
人
々
が
新
し
い
住
ま
い
を
建
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
の
輪
郭
を
外
へ
外
へ
と
押
し
広
げ
て
い

た
。
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
八

0
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
は
お
よ
そ
八
八
万
人
で
あ
っ
た
が
、

そ
し
て
一
八
八
一
年
に
は
四

0
0万
人
に
達
し
て
い
た
。

は
、
当
時
の
文
献
に
も
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
は
街
で
は
な
く
広
大
な
田
舎
に
な
り
つ
つ
あ
る
、

た
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
見
解
を
示
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
何
も
単
な
る
誇
張
を
口
に
し

一
八

0
0年
か
ら
一
八
六

0
年
の
間
に
、
こ
の
大
都
市
は
、
前
世
紀
の
終
わ
り
に
想
定
さ
れ
て
い
た
大
き
さ
の

二
倍
ど
こ
ろ
か
三
倍
に
も
な
っ
た
0

[
中
略
〕
平
均
し
て
、
お
よ
そ
一

0
0
0軒
の
家
が
毎
年
新
た
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

互
関
係
の
一
端
を
描
き
出
し
て
み
た
い
。

二
0
世
紀
前
半
に
興
隆
し
た
新
し
い
建
築
や
デ
ザ
イ
ン
運
動
の
騎
手
た
ち
に
よ
っ
て
、
機
能
的
で
な
い
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
、
と
批
判
さ

れ
て
き
た
一
九
世
紀
後
半
の
英
国
に
お
け
る
室
内
を
、
「
住
ま
い
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
二

0
世
紀
前
半
と
比
べ
れ
ば
か
な
り
ゆ
っ
く
り
と
し
た
ス
ピ
ー
ド
で
規
模
も
小
さ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
産
業
構
造
の
変
化
に
つ
れ

て
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
や
生
活
の
歪
み
に
多
く
の
人
々
が
気
づ
き
始
め
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
九
世
紀

後
半
の
英
国
で
こ
そ
、
住
ま
い
へ
の
関
心
が
近
代
に
お
い
て
初
め
て
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、

住
ま
い
あ
る
い
は
イ
ン
テ
リ
ア
ヘ
の
関
心
の
高
ま
り
と
い
う
視
点
か
ら
、
と
も
す
る
と
個
別
に
語
ら
れ
が
ち
な
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ

フ
ツ
や
唯
美
主
義
の
動
き
を
捉
え
直
し
、
こ
の
時
代
の
英
国
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
や
ア
ー
ト
、
装
飾
芸
術
を
と
り
ま
い
て
い
た
状
況
や
相

一
八
六
一
年
に
は
約
二
七

0
万
人
、

こ
う
し
た
人
口
増
に
よ
る
住
宅
需
要
の
増
加
と
宅
地
の
急
激
な
拡
大
の
様
子
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■ 

）
う
し
て
モ
リ
ス
は
、

か
っ
た
。

い
つ
の
時
代
で
も
「
も
の
づ
く
り
」

の
最
も
強
い
モ
チ

あ
ら
ゆ
る
方
向
に
急
速
に
建
物
が
広
が
っ
て
い
く
の
で
、
春
に
歩
い
た
草
原
が
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
ご
み
ご
み
し
た
通
り
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
誰
も
驚
か
な
い
。
[
叶
〕

新
し
く
住
居
が
建
て
ら
れ
る
と
、
建
物
に
あ
わ
せ
扉
や
窓
、
壁
紙
、
家
具
、
カ
ー
テ
ン
や
絨
毯
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
の
道
具
に
い
た

る
ま
で
、
新
し
い
住
ま
い
は
量
産
さ
れ
た
調
度
品
や

H
用
品
で
満
た
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
こ
の
時
代
の
人
々
の
意
識

の
中
で
、
い
か
に
住
む
べ
き
か
と
い
う
課
題
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
父
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス

William
Morris 
(
一
八
一
二
四
ー
九
六
）
は
、

ス
、
家
具
、

ケ
ン
ト
州
の
北
、

ク
レ
イ
川
流
域
の
ゆ

る
や
か
な
谷
あ
い
に
広
が
る
果
樹
園
の
な
か
に
友
人
の
建
築
家
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ェ
ッ
ブ
P
h
i
l
i
p

W
e
b
b
 C

一
八
―
―
―
―
|
―
九
一
五
）
の
設
計

で
自
邸
「
レ
ッ
ド
・
ハ
ウ
ス
」
を
建
て
た
。
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
源
流
の
一
っ
と
な
る
場
所
と
し
て
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
新
築

さ
れ
た
こ
の
建
物
に
モ
リ
ス
夫
妻
が
人
居
し
た
の
が
ち
ょ
う
ど
一
八
六

0
年
。
拡
張
す
る
都
市
と
住
宅
の
時
代
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ

の
家
を
英
国
中
で
も
っ
と
も
美
し
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
モ
リ
ス
は
、
家
が
出
来
上
が
っ
て
み
る
と
、
そ
の
室
内
も
、
家
具
を
配
置

し
装
飾
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
同
様
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
作
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
気
づ
<
[
竺
。
ペ
ル
シ
ャ
絨
毯
や
日

常
で
使
う
陶
器
の
器
と
い
っ
た
、
当
時
モ
リ
ス
が
自
分
の
家
に
置
い
て
も
よ
い
と
満
足
で
き
た
わ
ず
か
な
既
製
品
を
除
け
ば
、
大
量
生
産

さ
れ
た
市
販
の
製
品
に
は
ど
こ
に
も
、
モ
リ
ス
の
審
美
眼
に
適
う
も
の
は
な
く
、
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
、
ベ
ッ
ド
、
布
、
壁
紙
、
タ
イ
ル
、

カ
ー
テ
ン
、
ワ
イ
ン
を
入
れ
る
た
め
の
ジ
ャ
グ
や
、
そ
れ
を
飲
む
た
め
の
ガ
ラ
ス
の
コ
ッ
プ
さ
え
、
新
た
に
考
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
八
六
一
年
に
友
人
た
ち
と
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
を
立
ち
上
げ
、

タ
イ
ル
、
刺
繍
と
い
っ
た
身
の
回
り
の
品
々
の
デ
ザ
イ
ン
に
身
を
投
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
現
状
に
飽
き
足
ら
ず
、

住
ま
い
方
や
よ
り
現
代
の
生
活
感
情
に
寄
り
添
う
も
の
へ
の
飽
く
な
き
探
究
は
、

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
―
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ス
テ
ン
ド
グ
ラ

よ
き

一
九
世
紀
の
機
械
化
の
進
行
を
、
生
産
者
の
時
間
を
搾
取
し
、
か
つ
、
そ
こ
か
ら
う
ま
れ
た
製
品
を
使
う
人
々
の
生
活
に
も
悪
影
響
を

与
え
る
と
し
て
、
当
時
の
批
評
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン

]
o
h
n
Ruskin 
(
一
八
一
九
ー
一
九
0
0
)
は
激
し
く
攻
撃
し
た
。
モ
リ
ス
に
先
立
っ
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■ 
て
、
ラ
ス
キ
ン
は
、
機
械
に
乱
さ
れ
て
い
な
い
中
世
の
優
位
性
を
説
き
、
仕
事
に
喜
び
を
も
た
ら
し
、
美
し
い
も
の
を
生
み
出
す
手
仕
事

の
復
権
を
唱
え
、
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
運
動
を
力
強
く
牽
引
し
た
。
も
の
づ
く
り
に
お
け
る
手
仕
事
を
里
ん
じ
、
中
世
の
手
エ

業
ギ
ル
ド
（
親
方
・
職
人
・
徒
弟
か
ら
組
織
さ
れ
た
生
産
者
団
体
）
の
よ
う
な
共
同
体
に
よ
っ
て
生
活
に
関
わ
る
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
活

動
は
、

モ
リ
ス
以
後
も
、

ア
ー
サ
ー
・
ヘ
イ
ゲ
イ
ト
・
マ
ク
マ
ー
ド
A
r
t
h
u
r
H
e
y
g
a
t
e
 M
a
c
k
m
u
r
d
o
 
(
一
八
五
―
|
―
九
四
二
）
の
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
・
ギ
ル
ド
(
-
八
八
二
年
設
立
）
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
サ
ビ
ー

W
巳
i
a
m
R
i
c
h
a
r
d
 L
e
t
h
a
b
y
 
(
一
八
五
七
ー
一
九
―
―
―
-
）
を
は

じ
め
と
す
る
若
い
建
築
家
た
ち
が
集
ま
っ
て
一
八
八
四
年
に
設
立
し
た
ア
ー
ト
・
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
ギ
ル
ド
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
・

ア
シ
ュ
ビ
ー

C
h
a
r
l
e
s
R
o
b
e
r
t
 A
s
h
b
e
e
 
(
一
八
六
一
―
-
|
―
九
四
二
）
が
一
八
八
八
年
に
設
立
し
た
手
工
芸
ギ
ル
ド
等
へ
と
受
け
継
が
れ
、

世
紀
末
の
英
国
の
社
会
改
革
の
思
想
や
造
形
に
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
一
連
の
動
き
が
、
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運

動
で
あ
る
。

ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
歴
史
は
、
一
面
で
は
、
装
飾
芸
術
へ
と
関
心
を
広
げ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
工
芸
家
、
建
築
家
、
画

家
た
ち
と
い
っ
た
、
主
に
、
も
の
を
創
造
す
る
人
々
の
歴
史
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
機
械
化
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た

弊
害
に
つ
い
て
、
家
具
や
日
用
品
を
購
入
し
そ
れ
を
家
庭
で
使
う
人
々
（
購
買
者
、
消
費
者
）
に
向
け
て
具
体
的
に
提
案
を
行
っ
た
の
が
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク

C
h
a
r
l
e
s
L
o
c
k
 E
a
s
t
l
a
k
e
 
(
一
八
一
云
ハ
ー
一
九
0
六
）
の
著
作
『
家
庭
の
家
具
調
度
等
の
趣
味
へ
の
助
言
』

（
一
八
六
八
年
、
以
下
『
助
言
』
と
略
す
）
で
あ
っ
た
。
一
般
家
庭
の
イ
ン
テ
リ
ア
に
関
す
る
本
書
を
手
引
き
と
し
な
が
ら
、
室
内
と
い
う
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
み
る
こ
と
で
、
一
方
が
粗
悪
な
機
械
製
品
が
横
行
す
る
時
代
に
手
に
よ
る
良
質
な
も
の
づ
く
り
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る

動
き
に
対
し
、
も
う
一
方
は
芸
術
至
上
主
義
と
、
対
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
、
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
と
唯
美
主
義
の
双
方
を

橋
渡
し
、
関
連
づ
け
そ
し
て
理
解
す
る
糸
口
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

住
む
人
々
へ
の
助
言
I

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク

生
活
の
な
か
で
使
わ
れ
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
芸
術
の
間
の
乖
離
。
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
は
、
人
々
の
意
識
に
お
け
る
両
者
の
隔
た
り
が 一九
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■ 
て
い
る

3
。

大
き
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
『
助
言
』
を
出
版
し
た
動
機
も
こ
こ
に
起
因
す
る
よ
う
だ
。
産
業
に
関
す
る
こ
と
は
、
芸
術
と
は

ま
っ
た
く
別
の
論
理
に
基
づ
く
と
い
う
考
え
か
ら
く
る
人
々
の
無
閑
心
が
、

H
用
品
の
デ
ザ
イ
ン
の
向
上
に
と
っ
て
障
害
に
な
っ
て
い
る

と
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
国
で
デ
ザ
イ
ン
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
す
る
最
も
大
き
な
障
害
は
、
お
そ
ら
く
趣
味
に
定
評
あ
る
人
々
で
さ
え
、
あ

り
ふ
れ
た
産
業
品
を
見
慣
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
く
る
無
関
心
な
の
だ
。
絵
画
や
彫
刻
の
愛
好
家
や
、
特
定
の
趣
味
を
満
足

さ
せ
よ
う
と
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
や
骨
董
品
店
に
た
び
た
び
出
人
り
す
る
博
識
家
は
大
勢
い
る
が
、
彼
ら
に
ド
ア
ノ
ッ
カ
ー
や
暖
炉
の

金
具
に
つ
い
て
そ
の
魅
力
を
尋
ね
れ
ば
驚
か
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
〔
中
略
]
ヨ
ア
ヒ
ム
[
汀
ぃ
”
蘭
戸
豆
丘
:
[
〗
げ
~
ニ
潰
夏
幻
旦
二
の
演

奏
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
機
械
仕
掛
け
の
オ
ル
ガ
ン
で
生
み
出
さ
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
無
関
心
に
聴
く
こ
と
が
で

き
た
り
、
あ
る
い
は
リ
ズ
ム
と
調
子
が
狂
っ
た
ピ
ア
ノ
の
演
奏
を
平
気
で
聴
く
こ
と
が
で
き
た
り
す
る
音
楽
愛
好
家
に
つ
い
て
ど
う

お
考
え
か
？
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
展
覧
会
で
レ
イ
ト
ン
戸
‘
レ
ロ
~
〗
戸
’
い
門
'
]
と
ミ
レ
イ
[
[
·
〗

り‘ァロいい
10
い
こ
の
作
品
を
賞
賛
し
、
そ
の
後
、
店
へ
直
行
し
、
実
際
の
美
し
さ
が
欠
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
明
ら
か
に
醜
い
製
品

を
購
入
し
、
自
分
た
ち
の
家
を
満
た
し
て
い
る
人
々
が
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
[
竺

無
関
心
か
ら
く
る
無
批
判
な
購
買
が
、
さ
ら
な
る
製
品
の
レ
ベ
ル
の
低
下
を
招
い
て
い
る
、
そ
こ
で
ま
ず
は
、
人
々
の
デ
ザ
イ
ン
の
良
し

悪
し
を
見
分
け
る
手
助
け
と
な
る
よ
う
本
書
を
著
し
た
、
と
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
は
言
う
。
街
並
み
か
ら
始
ま
り
、
玄
関
、
床
・
壁
、
リ
ビ

ン
グ
ル
ー
ム
、
と
住
ま
い
の
各
部
分
や
部
屋
に
つ
い
て
章
立
て
し
、
そ
の
な
か
で
使
わ
れ
る
家
具
や
食
器
類
、
そ
し
て
フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
や

衣
服
に
至
る
ま
で
生
活
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
た
本
書
は
、
消
費
者
の
た
め
の
手
近
な
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
な
っ

二
年
に
は
、

そ
の
た
め
『
助
―
―
-
E

』
で
も
、

イ
）
ス
ト
レ
イ
ク
自
身
、
建
築
を
学
び
、
『
助
言
』
出
版
当
時
は
、
英
国
王
立
建
築
家
協
会
の
秘
書
官
を
務
め
て
お
り
、
ま
た
一
八
七

ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
に
つ
い
て
の
書
籍
も
出
版
す
る
な
ど
、
彼
は
ゴ
シ
ッ
ク
復
興
様
式
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
円
。

と
り
わ
け
家
具
に
つ
い
て
、
自
身
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
調
の
も
の
を
イ
ラ
ス
ト
で
多
数
紹
介
し
て
い
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■ 
る
。
し
か
し
、
前
時
代
と
比
し
て
緻
密
さ
や
素
材
の
よ
さ
と
い
っ
た
点
で
は
る
か
に
劣
る
現
代
の
製
品
に
落
胆
し
、
ラ
ス
キ
ン
ら
が
先
鞭

を
つ
け
た
手
わ
ざ
の
復
興
を
動
機
づ
け
る
思
想
を
本
文
に
反
映
し
つ
つ
も
、
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
は
厳
格
な
ゴ
シ
ッ
ク
復
興
様
式
の
支
持
者

と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
の
生
活
や
産
業
に
つ
い
て
の
自
身
の
見
解
を
歪
め
て
ま
で
、
中
世
の
工
芸
品
や
中
世
の
職

人
の
技
へ
の
愛
好
を
押
し
通
そ
う
と
い
う
考
え
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
書
が
、
建
築
界
に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ

ヴ
ァ
ル
の
変
容
、
す
な
わ
ち
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ノ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ー
ら
に
よ
っ
て
一
八
七

0
年
頃
に
定
式
化
さ
れ
た
建
築
様
式
で
あ
る
、

ク
イ
ー
ン
・
ア
ン
復
興
様
式
へ
の
移
行
の
徴
候
を
い
ち
早
く
捉
え
て
い
た
こ
と
に
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
[
?
。
ま
た
、
美
し
い
室

内
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
う
か
が
わ
せ
る
次
の
よ
う
な
一
文
に
も
、
流
行
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
理
想
の
住
ま
い
を
語
る
と

い
う
折
衷
的
な
一
面
が
見
え
て
い
る
。

簡
素
な
方
法
で
組
み
立
て
ら
れ
た
家
具
に
、
古
い
陶
器
の
花
瓶
や
珍
し
い
磁
器
を
飾
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
奥
行
き
の
浅
い
棚
が

付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
家
に
は
こ
う
し
た
棚
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
れ
が
部
屋
の
端
に
置
か
れ
た
ら
な
ん
と
絵
の

よ
う
に
美
し
い
外
観
を
呈
す
る
こ
と
だ
ろ
う
！
阿

ゴ
シ
ッ
ク
調
の
家
具
を
は
じ
め
、
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
が
『
助
言
』
の
な
か
で
推
薦
す
る
も
の
は
、
概
し
て
簡
素
で
実
用
的
と
い
う
共
通

点
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
こ
こ
に
青
か
れ
て
い
る
よ
う
な
陶
磁
器
だ
け
で
な
く
、
象
牙
や
金
工
品
、
七
宝
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
・
ガ
ラ
ス
と
い
っ
た
そ
の
他
の
工
芸
品
に
つ
い
て
「
良
い
デ
ザ
イ
ン
と
熟
練
し
た
技
量
を
示
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
な
場
合
は
い
つ

で
も
手
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
大
切
に
保
管
」
す
べ
き
で
、
そ
れ
ら
が
「
真
に
良
い
芸
術
を
構
成
す
る
要
素
を
理
解
す
る
た
め
審
美
眼

を
養
う
上
で
及
ぼ
す
影
響
を
評
価
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
」
と
、
こ
れ
ら
を
積
極
的
に
i

鬼
集
し
室
内
に
飾
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
点
は

興
味
深
い
。
こ
こ
に
は
さ
ら
に
「
日
本
の
扇
」
な
ど
も
加
わ
り
、
そ
れ
ら
が
「
装
飾
的
な
形
と
色
の
貴
璽
な
教
訓
と
な
る
」
と
推
奨
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
小
さ
な
美
術
館
が
形
成
さ
れ
、
所
有
者
に
と
っ
て
永
遠
の
喜
び
の
源
と
な
る
」
と
意
義
を
語
っ
て
い
る
〔
渭
〗
。

こ
う
し
た
語
り
の
な
か
で
気
づ
く
の
は
、
後
期
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
時
代
の
人
々
の
住
ま
い
で
は
、
間
取
り
や
構
造
と
い
っ
た
問
題
で

は
な
く
、
部
屋
の
な
か
に
置
か
れ
て
生
活
を
と
り
ま
く
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
も
の
」
が
、
室
内
空
間
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
と
考
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この時代、「いかに住むぺきか」という問題は、

もう少し正確にいうと

「いかに美しく住むべきか」という問題であった。

■ 
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
が
想
定
し
て
い
た
読
者
層
は
、
主
に
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
展
覧
会

に
定
期
的
に
足
を
運
び
、
文
化
や
芸
術
に
対
す
る
意
識
が
高
い
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の

時
代
、
「
い
か
に
住
む
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
は
、
も
う
少
し
正
確
に
い
う
と
「
い
か
に
美
し
く
住
む
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
の
『
助
言
』
は
反
響
を
呼
び
、
多
く
の
版
を
重
ね
た
。
さ
ら
に
、
類
似
の
テ
ー
マ
で
次
々
と
イ
ン
テ
リ
ア
と
室
内
装

飾
に
関
す
る
指
南
書
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
本
の
な
か
に
は
、
ロ
ー
ダ
と
ア
グ
ネ
ス
・
ギ
ャ
レ
ッ
ト
著
『
絵
画
、
木
工
、
家
具
の
室

内
装
飾
へ
の
提
案
』
(
-
八
七
七
年
）
や
、
ホ
ー
ウ
ィ
ス
夫
人
著
『
ア
ー
ト
・
オ
ブ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
』
(
-
八
七
八
年
）
、
『
装
飾
の
芸
術
』
（
一

八
八
一
年
）
な
ど
が
あ
っ
た
円
。

室
内
に
慣
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
つ
い
て
細
部
ま
で
言
及
し
、

し
よ
う
と
す
る
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
の
書
物
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
復
興
様
式
を
基
調
と
す
る
点
で
モ
リ
ス
ら
の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の

思
想
と
接
点
を
結
び
、
同
時
に
、
陶
磁
器
や
工
芸
品
を
飾
る
流
行
を
肯
定
し
、
同
時
代
の
住
ま
い
に
お
け
る
新
潮
流
と
讐
き
合
う
。
『
助

言
』
が
出
版
さ
れ
た
一
八
六

0
年
代
、
室
内
装
飾
の
新
潮
流
を
生
み
出
し
て
い
た
の
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
時
代
の
道
徳
や
教
養
な

ど
物
語
を
表
し
た
絵
画
に
対
し
て
、
「
主
題
の
な
い
絵
画
」
す
な
わ
ち
唯
美
主
義
運
動
の
な
か
で
絵
画
表
現
を
追
究
し
た
一
群
の
画
家
た

ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
、
画
家
た
ち
も
各
々
の
ス
タ
ジ
オ
兼
自
宅
（
ス
タ
ジ
オ
ハ
ウ
ス
）
を
新
築
あ
る
い
は
大
幅
に
増
築
す
る
な
ど
し
、

さ
ら
に
中
国
陶
磁
器
や
日
本
趣
味
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
室
内
を
飾
っ
た
。
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
画
家
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
イ
ン
・
プ
リ
ン
セ
プ

＜臣
entine
Prinsep 
(
一
八
三
八
ー
一
九
0
四
）
を
は
じ
め
、

ラ
ン
ダ
出
身
で
一
八
七

0
年
代
以
降
ロ
ン
ド
ン
に
活
動
の
場
を
移
し
た
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ア
ル
マ
1
1

タ
デ
マ

L
a
w
r
e
n
c
e
A
l
m
a
,
T
a
d
e
m
a
 (
I

 

八
三
ハ
ー
一
九
―
二
）
な
ど
の
住
ま
い
が
こ
の
時
代
に
出
現
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
両
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
・
ホ
イ
ッ
ス

内
装
を
調
え
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
調
和
に
よ
っ
て
美
し
い
住
ま
い
、
美
し
い
生
活
を
実
現

ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
長
と
な
っ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
レ
イ
ト
ン
、

才

ラ
ー

J
a
m
e
s
M
c
N
e
i
l
l
 Whistler 
(
一
八
三
四
ー
一
九
0
三
）
も
新
居
の
設
計
を
新
進
の
建
築
家
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

E
d
w
a
r
d
 William G
o
d
w
i
n
 (一八―――
I

I

一
ー
八
六
）
に
依
頼
し
、
そ
の
建
築
案
は
装
飾
の
な
い
新
様
式
で
注
目
さ
れ
た
。

な
か
で
も
レ
イ
ト
ン
は
、
一
八
六

0
年
代
半
ば
に
ロ
ン
ド
ン
の
ウ
エ
ス
ト
・
エ
ン
ド
、
ホ
ラ
ン
ド
・
パ
ー
ク
の
南
端
に
新
居
を
構
え
、

一
八
七

0
年
代
半
ば
以
降
に
ピ
ー
ク
と
な
る
こ
う
し
た
流
行
を
牽
引
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
家
は
、
当
時
の
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ス
タ
ジ
オ
、
地
階
に
キ
ッ
チ
ン
と
食
品
庫
、

I図1

ジョージ・エイチスン

レイトン・ハウス1階平面図、 1880年

階段ホール（中央）から左ヘナルキッソス・ルーム、アラブ・ホール（左端）

I図2

レイトン・ハウス

ナルキッソス・ルームから見た階段ホールの眺め、 1895年

I図3

レイトン・ハウス

ナルキッソス・ルーム（奥にアラブ・ホール）、 1895年

I図4

レイトン・ハウス

アラプ・ホール、 1890年頃

一
八
五
九
年
に
英
国
に
戻
り
、
英
国
画
壇
を
発
表
の
場
と
し
て
活
動
を
始
め
た
丑
。
美

術
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
も
知
ら
れ
る
ホ
ラ
ン
ド
夫
人
か
ら
、
ホ
ラ
ン
ド
・
パ
ー
ク
ニ
番
地
の
地
所
を
一
八
六

四
年
に
得
て
、
翌
六
五
年
後
半
か
ら
自
宅
の
建
設
を
開
始
し
た
。
建
物
の
設
計
は
、
ロ
ー
マ
で
知
り
合
い
、

イ
タ
リ
ア
芸
術
へ
の
共
感
を
分
か
ち
合
っ
て
い
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
イ
チ
ス
ン

G
e
o
r
g
e
A
i
t
c
h
i
s
o
n
 Jr. 
(
一
八
二

五
ー
一
九
一

0
)
に
依
頻
し
た
。
一
階
に
玄
関
と
ホ
ー
ル
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
ル
ー
ム
、
ブ
レ
ッ

ク
フ
ァ
ス
ト
ル
ー
ム
、
二
階
に
寝
室
一
部
屋
と
バ
ス
ル
ー
ム
、

だ
レ
イ
ト
ン
は
、

室
内
装
飾
指
南
書
の
著
書
の
一
人
、
ホ
ー
ウ
ィ
ス
夫
人
に
よ
る
『
美
し
い
家
』
(
-
八
八
二
年
）
に
も
取
り
上

げ
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
最
も
注
目
さ
れ
た
イ
ン
テ
リ
ア
で
あ
っ
た
。

ベ
ル
リ
ン
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、

ロ
ー
マ
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
巡
り
絵
画
を
学
ん

美
の
場
所
1

レ
イ
ト
ン
・
ハ
ウ
ス
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■ 

さ
ら
に
一
八
七
七
ー
八
一
年
に
か
け
て
、

給
仕
室
等
を
備
え
て
い
た
。
簡
素
な
ル
ネ
サ
ン
ス
風
の
外
観
と
呼
応
す
る
よ
う
に
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
ま
と
め
ら
れ
た
階
段
ホ
ー
ル
、

ロ
ー
や
ド
ラ
ク
ロ
ア
の
作
品
や
ス
ケ
ッ
チ
が
飾
ら
れ
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
ル
ー
ム
、
童
厚
な
梁
が
わ
た
さ
れ
た
天
井
と
オ
ー
ク
の
マ
ン
ト
ル

ピ
ー
ス
の
あ
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
な
ど
に
つ
い
て
、
建
物
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
当
時
の
建
築
雑
誌
『
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
ニ
ュ
ー
ス
』
が
伝

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
レ
イ
ト
ン
が
蒐
集
し
た
絵
画
や
工
芸
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
室
内
に
飾
る
こ
と
を
考
え
て
の

え
て
い
る
。
当
初
か
ら
、

設
計
で
あ
っ
た
阿
。

一
階
の
階
段
ホ
ー
ル
か
ら
西
側
へ
続
く
ホ
ー
ル
な
ど
が
増
設
さ
れ
た
〔
図
1
1
4
]
。
と
く
に

最
西
端
の
ホ
ー
ル
（
ア
ラ
ブ
・
ホ
ー
ル
）
は
、
イ
タ
リ
ア
、
パ
レ
ル
モ
の
ア
ラ
ブ
・
ノ
ル
マ
ン
様
式
の
宮
殿
の
メ
イ
ン
・
ホ
ー
ル
を
参
考
に

し
て
作
ら
れ
、
部
屋
の
中
央
に
噴
水
を
置
き
、
ド
ー
ム
型
天
井
の
部
屋
の
壁
面
は
、
レ
イ
ト
ン
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
ダ
マ
ス
カ
ス
や

ト
ル
コ
の
一
五
ー
一
七
世
紀
の
タ
イ
ル
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
。
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ド
・

モ
ー
ガ
ン

W
i
H目
1
D
e
M
o
r
g
a
n
(
一
八
一
二
九
ー
一
九
一
七
）
が
、
タ
イ
ル
の
繋
ぎ
目
や
欠
損
な
ど
を
補
い
な
が
ら
、
全
体
の
配
置
を
担
当
し
、

フ
リ
ー
ズ
に
は
、
同
じ
く
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の
両
家
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ク
レ
イ
ン

Walter
Crane (
一
八
四
五
ー
一
九
一
五
）
が
、

レ
イ
ト
ン
の
注
文
を
受
け
て
特
別
に
制
作
し
た
モ
ザ
イ
ク
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。

ア
ラ
ブ
・
ホ
ー
ル
の
前
室
に
あ
た
る
「
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
・
ル
ー
ム
」
も
ド
・
モ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
深
い
青
色
の
タ
イ
ル
が
壁

全
体
を
覆
い
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
古
い
シ
リ
ア
の
六
角
形
の
タ
イ
ル
が
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
流
れ
で
、
階
段
ホ
ー
ル
の
壁

面
も
同
様
の
タ
イ
ル
で
統
一
さ
れ
、
初
期
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
が
支
配
的
だ
っ
た
室
内
は
、
イ
タ
リ
ア
、
中
東
、
そ
し
て
同
時
代
の

ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の
作
家
の
も
の
ま
で
が
同
一
空
間
に
同
居
す
る
と
い
う
特
異
ま
れ
な
空
間
と
な
っ
た
。

ナ
ポ
リ
そ
し
て
カ
イ
ロ
ヘ
と
く
だ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ
で
は
な
く
、

シ
チ
リ
ア
で
は
な
く
、
ま
た
エ
ジ
プ
ト
で
も

レ
イ
ト
ン
・
ハ
ウ
ス
の
ア
ラ
ブ
・
ホ
ー
ル
は
、
芸
術
家
の
東
方
へ
の
憧
れ
が
生
ん
だ
「
異
国
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対

し
て
、
ホ
ー
ウ
ィ
ス
夫
人
の
言
葉
は
示
唆
的
で
あ
る
。
彼
女
は
、
『
美
し
い
家
』
の
な
か
で
、
ス
タ
ジ
オ
ヘ
と
続
く
階
段
ホ
ー
ル
と
そ
れ

に
隣
接
す
る
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
・
ル
ー
ム
、
そ
の
奥
の
ア
ラ
ブ
・
ホ
ー
ル
の
三
つ
を
取
り
上
げ
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
家
の
主
な
特

徴
は
、
徐
々
に
ス
タ
ジ
オ
ヘ
と
上
が
っ
て
い
く
こ
の
階
段
と
、
ホ
ー
ル
か
ら
ま
た
次
の
ホ
ー
ル
ヘ
と
続
く
一
階
の
配
置
に
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
古
代
を
、
ま
た
こ
ち
ら
で
は
中
世
、
そ
し
て
こ
ち
ら
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
タ
リ
ア
を
呼
び
覚
ま
し
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
ロ
ー

マ
ヘ
、

コ
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〈無言歌》

(1861年、テート・ギャラリー蔵）

な
い
、

そ
れ
は
記
憶
で
あ
り
、
現
代
の
眼
を
と
お
し
て
見
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
な
の
で
す
」
世
。

ホ
ー
ル
や
階
段
の
こ
こ
か
し
こ
で
、
飾
ら
れ
た
工
芸
品
や
美
術
品
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
地
域
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
が
、
あ

く
ま
で
も
そ
れ
ら
は
同
時
代
人
の
眼
を
通
し
て
見
た
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
な
の
だ
と
ホ
ー
ウ
ィ
ス
夫
人
は
述
べ
る
。
レ
イ
ト
ン
邸
の
イ
ン
テ

リ
ア
は
、
芸
術
家
が
異
国
へ
の
憧
れ
か
ら
「
異
国
」
を
そ
の
ま
ま
再
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
気
ま
ぐ
れ
な
試
み
で
は
な
く
、
現
代
人
の
視
点

で
作
り
上
げ
ら
れ
た
、
現
代
の
ロ
ン
ド
ン
に
住
む
あ
る
人
物
の
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
「
現
代
の
眼
を
通
し
て
見
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
、
レ
イ
ト
ン
が
描
く
「
主
題
の
な
い
絵
画
」
を
想
起
さ
せ
る
。
衣
服

や
画
面
に
描
か
れ
る
背
景
や
細
部
に
よ
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
中
世
、
あ
る
い
は
東
方
と
い
っ
た
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
遠
い
世
界
を

鑑
賞
者
に
想
起
さ
せ
な
が
ら
も
、
画
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
時
代
に
由
来
す
る
宗
教
や
文
学
を
題
材
と
し
た
も
の
で
も
な
け
れ

ば
、
ま
た
そ
の
土
地
で
実
際
に
行
っ
た
取
材
を
も
と
に
し
た
情
景
で
も
な
い
。
レ
イ
ト
ン
に
よ
る
こ
う
し
た
作
品
の
も
っ
と
も
早
い
例
と

し
て
、
《
無
言
歌
》
(
-
八
六
一
年
、
テ
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
蔵
、
図
5
)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ド
レ
ー
プ
の
あ
る
衣
服
を
ま
と
い
物
思
い
に
耽
る
少

女
。
そ
の
傍
ら
に
は
ギ
リ
シ
ャ
の
壺
が
置
か
れ
、
噴
水
か
ら
の
水
が
注
ぎ
こ
ま
れ
て
い
る
。
少
女
の
後
方
、
一
段
高
い
背
景
に
も
噴
水
が

描
か
れ
、
そ
の
音
に
耳
を
傾
け
る
か
の
よ
う
に
座
っ
て
い
る
少
女
の
足
下
に
は
、
タ
イ
ル
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
偶
然

に
も
後
の
ア
ラ
ブ
・
ホ
ー
ル
を
予
言
す
る
よ
う
な
空
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
を
想
起
さ
せ
つ
つ
現
代
に
生
き
る
画

家
が
思
い
描
く
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
構
築
し
て
い
る
点
で
、

語
り
か
け
た
。

レ
イ
ト
ン
の
住
ま
い
と
絵
画
は
相
似
を
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

美
の
場
所
の
変
容

一
八
八

0
年
に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
行
わ
れ
た
講
演
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
は
「
現
代
の
文
明
の

進
路
は
生
活
の
美
を
破
壊
す
る
危
険
が
あ
る
1

こ
れ
は
強
烈
な
言
葉
で
、
多
少
と
も
和
ら
げ
ら
れ
れ

ば
と
も
思
う
が
、
私
の
信
じ
る
と
こ
ろ
を
率
直
に
語
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
出
来
な
い
」
世
と
人
々
に

モ
リ
ス
の
こ
の
言
菓
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
、
多
く
の
人
々
が
失
わ
れ
つ
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註

つ
あ
っ
た
生
活
の
な
か
の
美
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。

る
、
画
家
と
い
う
突
出
し
た
感
性
と
才
能
を
も
っ
た
人
物
に
よ
る
―
つ
の
反
応
で
あ
っ
た
。
レ
イ
ト
ン
を
は
じ
め
と
す
る
唯
美
主
義
の
画

家
た
ち
が
構
築
し
た
イ
ン
テ
リ
ア
空
間
は
、
一
種
の
お
手
本
と
し
て
、
世
紀
後
半
の
英
国
に
お
い
て
広
く
人
々
の
な
か
に
浸
透
し
、
ア
ー

ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の
壁
紙
や
タ
イ
ル
と
と
も
に
、
流
行
を
加
速
さ
せ
て
い
っ
た
。
初
期
の
田
園
都
市
と
し
て
知
ら
れ
る
ロ
ン
ド
ン

郊
外
の
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
パ
ー
ク
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
W
a
l
t
e
r
H
a
m
i
l
t
o
n
 
(
一
八
四
四
ー
九
九
）
の
著
書
で
、
「
唯
美
主
義

者
の
住
ま
い
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
住
宅
地
で
あ
る
が
、
そ
の
一
角
に
立
つ
ノ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ウ
に
よ
る
ア
ン
女
王
復
興
様
式
の
建

物
の
イ
ン
テ
リ
ア
に
、
ド
・
モ
ー
ガ
ン
と
ク
レ
イ
ン
に
よ
る
タ
イ
ル
が
使
わ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
き
、
レ
イ
ト
ン
・
ハ
ウ
ス
の
室
内
装

飾
の
ス
タ
イ
ル
が
瞬
く
間
に
、
そ
し
て
広
範
囲
に
広
が
っ
た
こ
と
を
実
感
す
る
[
図
o

さ
ら
に
こ
の
住
宅
地
で
は
ヽ
教
会
や
住
民
同
士
の

交
流
の
場
と
し
て
の
ク
ラ
ブ
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
美
術
学
校
を
も
そ
な
え
、
美
術
学
校
で
は
水
彩
画
や
油
絵
、
金
工
や
家
具
、
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
な
ど
の
装
飾
美
術
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
は
、
「
美
し
く
住
む
こ
と
」
が
質
的
に
読
み
替
え
ら
れ
て
、
実
際
の
住
空
間

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
空
間
の
快
適
さ
へ
と
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
後
、
近
代
の
発
展
と
と
も
に
、
機
械
化
や
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
が
さ
ら
に
進
化
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
「
美
の
場
所
」
は
、
「
能
率
の
場
所
」
へ
と
変
容
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

北
村
仁
美
（
き
た
む
ら
・
ひ
と
み
）

東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
課
主
任
研
究
員
。
専
門
は
近
代
工
芸
史
。

C
h
a
r
l
e
s
 L. Eastlake, H
i
n
t
s
 o
n
 H
o
u
s
e
h
o
l
d
 Taste in F
u
r
n
尽
re、
Upholstery
ミ
ミ

d
o
iぎ
er
Details (
L
o
n
g
m
a
n
s
,
 G
r
e
e
n
 a
n
d
 Co., 1869), 2
n
d
 ed., 21. 

J
o
h
n
 W
i
l
l
i
a
m
 M
a
c
k
a
i
l
,
 T
h
e
 Life o
f
 W
i
l
l
i
a
m
 M
o
r
r
i
s
 (
L
o
n
g
m
a
n
s
,
 G
r
e
g
a
n
d
 Co., 1901), Vol.1,142. 

Ibid.,122,123. 
[
 
]
内
い
は
筆
者
補
足
。

本
書
に
は
、
も
の
を
選
ぶ
側
・
使
う
側
の
審
美
眼
を
養
い
ポ
ト
ム
ア
ッ
プ
を
狙
う
こ
と
で
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
自
国
の
デ
ザ
イ
ン
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
繋
が
る
と
考
え
る

一
九
世
紀
の
デ
ザ
イ
ン
改
良
者
た
ち
の
思
想
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

C
h
a
r
l
e
s
 L. East!
娑
e
,
A
H
i
s
t。
さ

o
f
the G
o
t
h
i
c
 
Rev芍
l
(
L
o
n
g
m
a
n
s
,
G
r
e
e
n
,
 a
n
d
 Co., 1872).
鈴
木
博
之
氏
は
こ
の
書
を
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
建
築
史
の
最
も
早
い
試

レ
イ
ト
ン
・
ハ
ウ
ス
も
ま
た
、

）
の
時
代
に
人
々
が
求
め
た
動
き
に
呼
応
す
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み
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
鈴
木
博
之
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
・
ゴ
シ
ッ
ク
の
崩
壊
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
六
年
）
二
五

0
頁。

例
え
ば
、
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
を
継
承
す
る
現
代
の
建
築
家
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
た
以
下
の
よ
う
な
一
文
に
折
衷
主
義
（
ク
イ
ー
ン
・
ア
ン
復
興
様
式
）
の
示

唆
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
「
助
言
』
第
四
版
（
一
八
七
八
年
）
の
第
一
章
最
終
段
落
加
筆
部
分
で
、
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
は
明
確
に
「
ク
イ
ー
ン
・
ア
ン
」
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

B
u
t
n
o
 s
u
c
h
 l
a
n
d
m
a
r
k
s
 exist t
o
 indicate t
h
e
 several r
o
a
d
s
 b
y
 w
h
i
c
h
 w
e
 ha
v
e
 arrived, o
r
 h
o
p
e
 to arrive, at aesthetic greatness in 

t
h
e
 reign o
f
 Q
u
e
g
V
i
c
t
o
r
i
a
.
 O
u
r
 m
o
d
e
r
n
 g
g
i
u
s
e
s
 h
a
v
e
 s
t
r
u
c
k
 o
u
t
 n
e
w
 p
a
t
h
s
 for t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
,
 w
h
i
c
h
 h
e
r
e
 a
n
d
 t
h
e
r
e
 cross, i
n
d
e
e
d
,
 t
h
e
 c
o
u
r
s
e
 o
f
 their pre, 

decessors, b
u
t
 rarely c
o
i
n
c
i
d
e
 w
i
t
h
 it. 
T
h
e
s
e
 are s
o
 diverse in their direction that t
h
e
y
 m
a
y
 b

e
 said to h
a
v
e
 f
o
r
m
e
d
 a
 sort o
f
 labyrinth w
h
i
c
h
 b
y
 a
n
d
 b
y
 it 

自
b
e
difficult t
o
 survey. (p.29.) 

I
b
t
.
＂75. 

Ibid.,121,122. 

辻
み
ど
り
氏
は
、
後
期
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
時
代
に
多
数
出
版
さ
れ
た
家
事
指
南
書
の
な
か
で
も
初
期
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
書
き
手
と
し
て
イ
ー
ス
ト
レ
イ
ク
を
位
置
づ
け
、

エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ィ
ー
を
引
用
し
つ
つ
彼
ら
を
「
審
美
改
革
者

aesthetic
ref0
日
1er
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
彼
ら
の
ト
レ
ン
ド
セ
ッ
ク
ー
と
し
て
の
役
割
を

指
摘
し
て
い
る
。

M
i
d
o
r
i
Tsuji e
d
・
]
T
h
e
 Aesthetic M
o
v
e
m
e
n
t
 in Victo
ミ
n
L
i
f
e
,
涵
解
説
ニ
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
室
内
装
飾
と
世
紀
末
審
美
改
革
連
動
]
(
E
d
i
t
i
o
n
S
y
n
＇ 

apse, 2005)・ 

レ
イ
ト
ン
・
ハ
ウ
ス
に
つ
い
て
は
以
下
の
書
籍
を
参
照
し
た
。
ま
た
邸
宅
は
レ
イ
ト
ン
没
後
に
美
術
館
と
し
て
公
開
さ
れ
、
現
在
に
至
る

(
L
e
i
g
h
t
o
n
H
o
u
s
e
 M
u
s
e
u
m
,
 

1
2
 H
o
l
l
a
n
d
 P
a
r
k
 R
d
,
 K
e
n
s
i
n
g
t
o
n
,
 L
o
n
d
o
n
)
。
D
§
i
e
l
R
o
b
b
i
n
s
 a
n
d
 R
 

C
h
e
l
s
e
a
 Libraries &
 Ar
t
s
 Service, 2
0
0
5
)
.
 

レ
イ
ト
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
彼
の
死
後
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
か
け
ら
れ
多
く
が
散
逸
し
た
が
、
現
在
の
レ
イ
ト
ン
・
ハ
ウ
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
買
い
戻
さ
れ
た
例
や

公
的
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
た
も
の
等
所
在
が
確
認
で
き
る
も
の
も
わ
ず
か
に
あ
る
。

M
.
 E.
 H
a
w
e
i
s
,
 B
e
a
u
t
菱
Houses)・
B
e
i
n
g
 a
 DescriJ
恙
n
o
f
 Certain W
e
l
l
,
K
き
尽
A
r
t

届
H
o
u
s
e
s
(Scribner &
 We
l
f
o
r
d
,
 1882), 2. 

W
i
l
l
i
a
m
 M
o
r
r
i
s
,
 "
T
h
e
 B
e
a
u
t
y
 o
f
 Life", H
o
p
e
s
 a
n
d
 Fears f
o
r
 A
r
t
 (Ellis a
n
d
 W
h
i
t
e
,
 1882), 75・ 

W
巴
ter
H
a
m
i
l
t
o
n
,
 T
h
e
 A
e
s
t
h
e
蒋
M
o
v
e
m
e
n
t
in E
n
g
l
a
n
d
 (
R
e
e
v
e
s
 a
n
d
 T
u
r
n
e
r
,
 1882), 3
r
d
 edtion, 1
2
5
,
1
3
6
.

ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
パ
ー
ク
の
入
り
口
に
立
つ
建
物

は
、
当
初
、
ホ
テ
ル
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
パ
プ
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
が
人
る
複
合
施
設
と
し
て
シ
ョ
ウ
の
設
計
に
よ
り
一
八
八

0
年
に
建
設
さ
れ
た
。
バ
ブ
リ
ッ
ク

ハ
ウ
ス
「
タ
バ
ー
ド

T
h
e
T
a
b
a
r
d
」
に
は
、
現
在
も
イ
ン
テ
リ
ア
に
ド
・
モ
ー
ガ
ン
と
ク
レ
イ
ン
に
よ
る
タ
イ
ル
（
緑
飾
り
と
縦
五
枚
x
横
四
枚
で
セ
ッ
ト
に
な
る
葡
萄

花
鳥
文
タ
イ
ル
）
が
残
っ
て
い
る
。




