
﹁
感
覚
﹂
の
位
置

モ
ネ
と
セ
ザ
ン
ヌ

六
人
部

昭

典

は
じ
め
に

一
世
紀
前
の
一
九
一
〇
年
十
一
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
、
ロ
ン
ド
ン
で

﹁
マ
ネ
と
印
象
派
以
後M

an
et

an
d

P
o
st

-

Im
p
ressio

n
ists

﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た

展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
企
画
者
の
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
は
こ
こ
で
﹁
印
象
派

以
後P

o
st

-

Im
p
ressio

n
ists

﹂
と
い
う
概
念
を
提
起
し
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
前

衛
美
術
が
セ
ザ
ン
ヌ
ら
の
影
響
の
下
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の

だ
っ
た
。
近
代
絵
画
史
の
枠
組
み
は
こ
の
﹁
印
象
派
以
後
︵
ポ
ス
ト
印
象
派
︶﹂

と
い
う
語
を
核
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
﹁
進
化
﹂

と
﹁
分
類
﹂
と
い
う
近
代
科
学
が
も
つ
二
つ
の
基
本
的
な
思
想
が
窺
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
枠
組
み
は
一
九
世
紀
後
半
の
絵
画
の
多
様
な
展
開
を
整
理
し
、
概
観

す
る
の
に
有
効
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
個
々
の
画
家
の

さ
ま
ざ
ま
な
模
索
の
実
相
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
一
八
七
四
年
に
い
わ
ゆ
る
﹁
第
一
回
印
象
派
展
﹂
が
開
催
さ
れ

た
折
、
批
評
家
の
ジ
ュ
ー
ル
・
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

彼
ら
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、﹁
印
象
主
義
者
た
ち
︵
印
象
派
︶

im
p
ressio

n
n
istes

﹂
と
い
う
新
し
い
語
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
ら
が
﹁
印
象
主
義
者
﹂
で
あ
る
意
義
は
、
風
景
を

描
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
風
景
が
生
み
だ
す
感
覚
﹇la

sen
satio

n
p
ro

-

d
u
ite

p
ar

le
p
ay

sag
e

﹈
を
描
い
た
か
ら
で
あ
る
。1

有
名
な
ル
イ
・
ル
ロ
ワ
の
展
覧
会
評
、﹁
印
象
派
﹂
の
名
付
け
親
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
る
批
評
文
が
掲
載
さ
れ
た
の
が
一
八
七
四
年
四
月
二
五
日
、
そ
の
四

日
後
の
四
月
二
九
日
に
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
の
批
評
は
発
表
さ
れ
た
。
彼
は
印
象
主

義
の
定
義
を
﹁
感
覚sen

satio
n

﹂
の
表
現
に
求
め
、
グ
ル
ー
プ
展
に
示
さ
れ
た

変
革
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
と
も
に
第
一
回
展
に
参
加
し
た
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
と
ポ
ー
ル
・

セ
ザ
ン
ヌ
が
、
一
八
八
六
年
以
降
と
い
う
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
﹁
感
覚
﹂
を

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
か
を
考
え
た
い
。
考
察
の
手
掛
か
り
と
な
る
の

は
、
こ
の
時
期
、
二
人
の
画
家
が
自
ら
の
制
作
に
つ
い
て
述
べ
た
書
簡
の
中

で
、
い
ず
れ
も
﹁
包
む
も
のen

v
elo

p
p
e

﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︵
フ
ラ
ン
ス
語
の
﹁en

v
elo

p
p
e

﹂
は
通
常
、﹁
封
筒
﹂
な
ど
を
意
味
す
る
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一
般
的
な
名
詞
だ
が
、
一
九
世
紀
後
半
、
画
家
や
批
評
家
の
間
で
、﹁
モ
チ
ー

フ
を
か
こ
む
大
気
に
対
す
る
光
の
効
果
﹂
を
意
味
す
る
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い

た
︶。

一
．

モ
ネ
の
連
作
と
﹁
包
む
も
の
﹂

モ
ネ
は
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
を
制
作
し
て
い
た
一
八
九
〇
年
一
〇
月
七
日
、

批
評
家
の
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
に
宛
て
た
書
簡
に
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

描
き
進
め
る
に
し
た
が
っ
て
、
私
が
求
め
る
も
の
︱
﹁
瞬
間
性
﹂、
と
り
わ

け
包
む
も
の
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
輝
く
均
一
な
光
︱
﹇ce

q
u
e

je
ch

erch
e:

︽l

’

in
stan

tan
éité

︾,su
rto

u
t
l

’

en
v
elo

p
p
e,

la
m
êm

e
lu
m
ière

rép
an

d
u
e
p
arto

u
t

﹈

を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る

の
で
す
。 2

モ
ネ
は
こ
の
書
簡
で
、
連
作
で
描
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、﹁
瞬

間
性
﹂﹁
包
む
も
の
﹂﹁
均
一
な
光
﹂
と
い
う
三
つ
の
語
を
並
置
し
て
述
べ
て
い

る
。
国
立
西
洋
美
術
館
が
所
蔵
す
る
積
み
わ
ら
の
素
描
︵
図
１
︶
は
、
書
簡
の

文
章
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
こ
の
素
描
は
準
備
の
た
め
の
も
の
で
は
な

く
、
あ
る
芸
術
雑
誌
の
モ
ネ
特
集
に
掲
載
す
る
た
め
に
油
彩
作
品
の
一
点
を
も

と
に
木
炭
で
描
か
れ
た
。
油
彩
で
は
積
み
わ
ら
や
中
景
を
包
む
強
い
逆
光
の
効

果
が
強
調
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
他
方
、
素
描
で
は
積
み
わ
ら
の
周
囲
が
点
線

で
縁
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
芸
術
誌
の
特
集
は
、
そ
れ
ま
で
の
モ
ネ
の
絵
画
の

展
開
を
回
顧
す
る
と
と
も
に
、︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
の
発
表
を
予
告
す
る
も
の

だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
モ
ネ
は
連
作
の
発
表
を
前
に
し
て
、
素
描
の
点
線
に
よ
っ

て
、﹁
包
む
も
の
﹂
に
対
す
る
関
心
を
明
確
に
示
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
モ
ネ

が
書
簡
で
﹁
と
り
わ
け
包
む
も
の
﹂
と
呼
ん
だ
光
の
効
果
は
、︽
積
み
わ
ら
、

夕
日
︾︵
図
２
︶
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
で
は
二

五
点
の
う
ち
、
逆
光
を
描
い
た
も
の
が
半
数
以
上
を
占
め
て
お
り
、
モ
ネ
は
逆

光
と
い
う
、
光
の
効
果
が
顕
著
に
現
れ
る
場
合
を
好
ん
で
描
い
た
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

一
八
九
〇
年
一
〇
月
の
モ
ネ
の
書
簡
は
、
連
作
に
関
す
る
研
究
に
た
び
た
び

引
用
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
従
来
は
文
中
の
﹁
瞬
間
性
﹂
と
い
う
語
だ
け
が

注
目
さ
れ
、
モ
ネ
の
連
作
は
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
光
の
現
象
の
一
瞬
一
瞬
を
記
録

し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
モ
ネ
の
連
作
は
、
光
の
変
化
に
対

す
る
観
察
が
し
だ
い
に
細
分
化
さ
れ
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
の
背
後
に
は
、
近
代
絵
画
史
の
枠
組
み
の
中
で
、
モ
ネ
に
与

え
ら
れ
た
役
割
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
モ
ネ
は
印
象
派
を
代
表
す
る

画
家
で
あ
り
、
そ
の
印
象
主
義
は
印
象
派
以
後
の
動
き
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら

れ
た
の
だ
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
連
作
を
中
心
と
し
た
後
半
期
の
モ
ネ
の
絵
画

は
低
く
評
価
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
モ
ネ
評
価
に
対
す
る
反
省
に
基
づ

き
、
近
年
に
は
、
連
作
の
モ
チ
ー
フ
が
担
っ
た
意
味
の
考
察
を
は
じ
め
と
し

て
、
モ
ネ
研
究
は
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
先
の
書
簡
も
文
章
の
全
体

が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹁
瞬
間
性
﹂と
い
う
語
が﹁
包
む
も
の
﹂や﹁
均

一
な
光
﹂
と
い
う
言
葉
と
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の

語
は
、
モ
チ
ー
フ
を
包
む
の
と
同
じ
光
の
効
果
に
、
画
家
自
身
も
包
ま
れ
て
い

る
と
い
う
、
い
わ
ば﹁
光
の
経
験
﹂の
現
在
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
は
一
八
九
一
年
五
月
に
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
画
廊
で

開
催
さ
れ
た
個
展
で
、
十
五
点
が
発
表
さ
れ
た
。
カ
タ
ロ
グ
の
モ
ネ
論
を
執
筆

し
た
の
は
、
モ
ネ
が
先
の
書
簡
を
送
っ
た
相
手
で
あ
る
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
。
彼
は
モ

ネ
論
の
中
で
、﹁
不
変
の
モ
チ
ー
フ
が
絶
え
ず
新
た
な
相
貌
を
見
せ
る
﹂
と
指

摘
し
、﹁
変
動
す
る
感
覚
が
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
満
ち
、
相
互
に
結
び
合
う
﹂ 3

と
記
し
て
い
る
。
大
地
に
ど
っ
し
り
と
立
つ
積
み
わ
ら
、
一
方
、
積
み
わ
ら
を

包
む
光
は
絶
え
間
な
く
変
化
し
、
流
動
す
る
。
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
展
示
を
通
し
て
、
連
作
全
体
に
は
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
不
動
の
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
積
み
わ
ら
と
、
作
品
ご
と
に
異
な
る
光
の
効
果
、
と
い
う
対
照
的
な

関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

モ
ネ
は
一
八
九
一
年
に
︽
ポ
プ
ラ
︾
連
作
を
制
作
、
続
い
て
︽
ル
ー
ア
ン
大

聖
堂
︾
連
作
︵
図
３
︶
に
着
手
す
る
。︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
は
一
八
九

二
年
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
現
地
で
描
き
始
め
ら
れ
、
翌
年
も
同
時
期
に
現

地
で
制
作
、
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
で
手
を
加
え
ら
れ
た
。
前
の
二
つ
の
連
作
と
較
べ

る
と
、︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
で
は
モ
チ
ー
フ
に
加
え
て
、
構
図
も
ほ
ぼ

同
じ
も
の
に
な
り
、
連
作
全
体
の
統
一
性
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
大
聖
堂
の
向
か
い
の
限
ら
れ
た
部
屋
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
構
図
が
限
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
制
作
に
関
す
る
こ
う
し
た
制
約
ゆ

え
の
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
モ
ネ
は
制
作
に
際
し
て
、
連
作
を
ま
と
め
て
展

示
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
お
り
、
構
図
の
限
定
は
、
発
表
を
前
提
に
し
た

画
家
自
身
の
選
択
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
が
並

べ
て
展
示
さ
れ
た
場
合
、
モ
チ
ー
フ
と
構
図
が
同
じ
で
、
作
品
ご
と
に
光
の
効

果
だ
け
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
変
の
モ
チ
ー
フ
と
変
動
す
る
光
の
効
果

と
い
う
対
照
的
な
関
係
が
明
確
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
連
作
で
は
、
モ
チ
ー
フ

が
石
造
の
大
聖
堂
と
い
う
文
字
通
り
不
動
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
﹁
ル
ー
ア

ン
大
聖
堂
﹂
と
い
う
特
定
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
対
照

的
な
関
係
は
、
視
覚
的
に
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
作
品
ご
と
に
異

な
る
光
の
効
果
、
い
い
か
え
れ
ば
、
個
々
の
画
面
の
色
彩
表
現
は
、
連
作
が
並

べ
ら
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
、
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
ア
ト
リ
エ
で
筆
触
が
加
え
ら

れ
、
完
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
︵
作
品
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
年

記
は
い
ず
れ
も
﹁
1
8
9
4﹂
で
あ
る
︶。

︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
は
、
一
八
九
五
年
に
開
催
さ
れ
た
個
展
で
二
十

点
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
折
の
展
示
に
つ
い
て
、
後
に
︽
睡
蓮
︾
の
大
作
の
制

作
に
際
し
て
モ
ネ
を
励
ま
す
こ
と
に
な
る
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

モ
ネ
の
感
覚
の
驚
異
は
、
石
の
壁
が
振
動
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
な
わ
ち

火
花
の
よ
う
に
飛
び
散
る
光
の
波
を
浴
び
て
律
動
す
る
石
の
壁
を
私
た
ち

に
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。﹇
…
…
﹈
今
、
石
自
体
が
生
命
を
帯
び
、

生
命
か
ら
生
命
へ
と
変
動
し
て
ゆ
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。 4

ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
、
不
動
の
モ
チ
ー
フ
と
変
化
す
る
光
と
い
う
対
照
的
な
関

係
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
石
の
壁
と
生
命
的
な
光
の
対
峙
を
見
出
し
た
の
だ
っ

た
。
先
の
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
の
モ
ネ
論
︵
一
八
九
一
年
の
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
発
表

の
個
展
カ
タ
ロ
グ
︶
や
、
こ
の
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
の
文
章
に
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
思

想
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
最
初
の

著
書
﹃
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
﹄
が
発
表
さ
れ

た
の
は
一
八
八
九
年
だ
っ
た
。﹃
時
間
と
自
由
﹄
と
い
う
邦
題
で
親
し
ま
れ
て
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い
る
こ
の
著
書
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
﹁
継
起
的
な
瞬
間
﹂
の
実
相
を
理
解
す
る

こ
と
求
め
、﹁
時
間
﹂
を
﹁
自
我
が
生
き
る
こ
と
に
身
を
任
せ
た
場
合
の
意
識

の
状
態
﹂
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
一
八
九
六
年

5

の
著
書
﹃
物
質
と
記
憶
﹄
で
、﹁
私
の
現
在
は
、
感
覚
と
運
動
が
結
び
つ
い
た

体
系
か
ら
な
る
﹂
と
結
論
づ
け
る
に
い
た
る
。
も
っ
と
も
、
モ
ネ
自
身
は
理
論

6

と
い
う
も
の
を
嫌
っ
た
画
家
で
あ
り
、
こ
う
し
た
哲
学
的
な
議
論
に
進
ん
で
関

心
を
寄
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︵
モ
ネ
の
連
作
が
ど
う
評
価
さ
れ
た

か
を
含
め
、
私
た
ち
は
当
時
の
思
潮
と
し
て
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
︶。

モ
ネ
の
絵
画
の
考
察
に
戻
ろ
う
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
従
来
、
モ
ネ
の
連
作
は
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
光
の
変
化
の

一
瞬
一
瞬
を
記
録
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
八
九
五
年
の
個

展
に
出
品
さ
れ
た
作
品
の
同
定
を
通
し
て
も
、
連
作
の
展
示
が
、
明
け
方
か
ら

日
没
と
い
う
時
間
の
移
行
を
再
現
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
連
作
は
、

変
わ
る
こ
と
の
な
い
モ
チ
ー
フ
と
構
図
、
す
な
わ
ち
、
作
品
ご
と
に
反
復
さ
れ

る
も
の
と
作
品
ご
と
に
異
な
る
光
、
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
関
係
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
﹁
光
の
変
化
﹂
と
い
う
が
、
実
は
、﹁
変
化
﹂
は

こ
の
関
係
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
連
作
は
、
現
実
の
時
間
の
推
移
を

な
ぞ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
連
作
の
構
造
自
体
が
時
間
を
作
り
出
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
背
後
か
ら
射
し
こ
む
逆
光
を
強
調
し
た
黄
色
の
細
か
な
筆
触
、

あ
る
い
は
フ
ァ
サ
ー
ド
の
石
の
襞
を
覆
う
青
と
ピ
ン
ク
の
筆
触
。
展
示
さ
れ
た

連
作
に
つ
い
て
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
﹁
石
自
体
が
生
命
を
帯
び
、
生
命
か
ら
生

命
へ
と
変
動
し
て
ゆ
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
た
が
、
作
品
ご
と
に
異

な
る
光
の
効
果
と
、
作
品
間
に
共
通
す
る
要
素
、
こ
の
関
係
の
中
に
立
ち
現
れ

る
の
は
、
モ
ネ
の
感
覚
の
動
き
に
他
な
ら
な
い
。
連
作
自
体
が
も
つ
時
間
的
な

構
造
を
通
し
て
、
そ
の
光
の
微
妙
な
差
異
の
中
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
の
は
、﹁
感

覚
の
時
間
﹂
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

二
．

セ
ザ
ン
ヌ
の
風
景
画
と
﹁
包
む
も
の
﹂

セ
ザ
ン
ヌ
は
一
九
〇
五
年
に
画
家
の
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
宛
て
た
書

簡
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

モ
チ
ー
フ
を
包
む
の
は
反
映
で
あ
り
、
光
は
、
全
体
的
な
反
映
に
よ
っ

て
、
包
む
も
の
と
な
る
の
で
す
﹇la

lu
m
ière,

p
ar

le
reflet

g
én

éral,
c

’

est

l

’

en
v
elo

p
p
e

﹈。 7

短
い
文
章
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
考
え
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
だ
ろ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
﹁
包
む
も
の
﹂
に
つ
い
て
、

﹁
全
体
的
な
反
映
に
よ
っ
て
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一

九
〇
四
年
頃
制
作
の
︽
シ
ャ
ト
ー
＝
ノ
ワ
ー
ル
の
森
の
岩
︾
︵
図
４
︶
で
は
、

筆
触
の
連
な
り
を
通
し
て
、
特
に
青
系
統
の
色
が
光
を
生
み
、
画
家
の
感
覚
が

描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
の
モ
ネ
は
書
簡
に
﹁
と
り

わ
け
包
む
も
の
﹂
と
記
し
、
モ
チ
ー
フ
の
周
囲
に
お
け
る
光
の
効
果
、
特
に
逆

光
の
効
果
を
好
ん
で
描
い
た
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
﹁
包
む
も
の
﹂
を
そ
う
し
た
特

殊
な
光
の
効
果
と
し
て
で
は
な
く
、
全
体
的
な
関
係
の
中
に
考
え
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

他
の
時
期
の
作
品
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
﹁
第
一
回
印
象
派
展
﹂
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出
品
作
で
あ
る
︽
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
の
首
吊
り
の
家
︾︵
図
５
︶。
こ
の
作
品
で

は
、
画
面
中
央
の
家
の
壁
が
光
を
集
め
、
ま
た
建
物
が
持
つ
幾
何
学
的
構
造

が
、
厚
塗
り
の
マ
チ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
強
調
し
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
画
面
手
前
に
は
、
草
地
の
緑
を
描
き
出
す
自
在
な
筆
触
表
現
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
筆
触
は
、
当
時
セ
ザ
ン
ヌ
が
接
し
た
印
象
主
義
か
ら
吸
収
し

た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
草
と
道
の
境
界
が
、
左
側
で
は
斜
め

の
直
線
、
右
側
で
は
円
弧
状
の
曲
線
に
整
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
躍
動
す
る

筆
触
は
、
幾
何
学
的
な
秩
序
の
中
に
抑
え
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
セ

ザ
ン
ヌ
は
印
象
主
義
を
通
し
て
、
感
覚
を
制
作
の
拠
り
所
と
す
る
こ
と
を
学
ん

だ
と
い
え
る
が
、
こ
の
姿
勢
は
晩
年
ま
で
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
が
制
作
の
原
点
と
し
た
感
覚
と
は
、
身
体
的
な
も
の
に
他
な

ら
な
い
。
こ
の
絵
に
見
ら
れ
る
奇
妙
な
緊
張
感
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
う
ち
で
、
感

覚
の
生
動
性
と
秩
序
へ
の
志
向
が
対
立
し
、
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生

ま
れ
て
い
る
。

一
八
九
〇
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
︽
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
︾︵
オ
ル

セ
ー
美
術
館
蔵
︶
で
も
、
画
面
手
前
や
中
景
に
建
築
モ
チ
ー
フ
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
含
め
、
画
面
の
幾
何
学
性
は
、
モ
チ
ー
フ
が
も

つ
属
性
を
強
調
し
て
再
現
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
絵
画
固
有
の
要
素

で
あ
る
筆
触
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
先
の
︽
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
の
首
吊

り
の
家
︾
と
は
異
な
り
、
筆
触
は
形
状
が
整
え
ら
れ
、
筆
触
間
の
関
係
を
重
視

し
た
組
織
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
中
景
の
広
が
り
に
お
け
る
矩
形
の

筆
触
が
生
む
垂
直
性
、
あ
る
い
は
背
後
の
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
で

は
、
山
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
が
筆
触
の
関
係
の
中
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
セ
ザ
ン
ヌ
の
筆
触
︵﹁
プ
ラ
ンp

lan

﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

あ
る
︶
は
、
印
象
主
義
の
自
在
な
筆
触
を
昇
華
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ

う
。そ

し
て
一
九
〇
四
年
頃
の
︽
シ
ャ
ト
ー
＝
ノ
ワ
ー
ル
の
森
の
岩
︾
で
は
、
こ

う
し
た
セ
ザ
ン
ヌ
独
自
の
筆
触
の
連
な
り
が
、
全
体
的
な
反
映
と
し
て
の
﹁
包

む
も
の
﹂、
つ
ま
り
光
を
生
み
出
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
先
の
︽
オ
ー

ヴ
ェ
ー
ル
の
首
吊
り
の
家
︾
で
は
、
躍
動
的
な
筆
触
は
幾
何
学
的
秩
序
と
対
立

し
、
そ
の
中
に
抑
え
込
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
筆
触
自
体
が
構
築

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。﹁
印
象
派
以
後
︵
ポ
ス
ト
印
象
派
︶﹂
と
い
う
語
を

提
起
し
た
フ
ラ
イ
が
、
印
象
派
以
後
の
中
枢
に
セ
ザ
ン
ヌ
を
位
置
づ
け
た
理
由

も
こ
こ
に
あ
る
。
彼
は
一
九
二
七
年
の
著
書
﹃
セ
ザ
ン
ヌ
︱
そ
の
発
展
の
研

究
﹄
の
中
で
、
晩
年
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
筆
触
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

小
さ
な
動
き
の
流
れ
が
休
み
な
く
連
続
し
、
ほ
と
ん
ど
純
粋
な
印
象
主
義

的
な
方
法
に
戻
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
勘
違
い

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
印
象
派
の
絵
よ
り
も
は
る
か
に
明
確
で
、
一
貫
し

た
造
形
的
構
造
が
そ
こ
に
立
ち
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 8

フ
ラ
イ
の
見
解
は
、︽
シ
ャ
ト
ー
＝
ノ
ワ
ー
ル
の
森
の
岩
︾
に
つ
い
て
私
た

ち
が
見
た
筆
触
の
構
築
性
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
私
た
ち
は
感
覚
と
同
様

に
、
筆
触
も
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
画
家

の
感
覚
が
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
彼
は
ま
た
、
手
を
携
え

た
﹁
描
く
身
体
﹂
で
も
あ
る
。
そ
し
て
画
家
は
、
﹁
絵
画
の
肌
﹂
と
も
い
う
べ

き
絵
具
の
マ
チ
エ
ー
ル
を
通
し
て
、
感
覚
を
画
面
上
に
具
体
化
す
る
。
ベ
ル

9
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ナ
ー
ル
が
伝
え
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
有
名
な
言
葉
、﹁
感
覚
を
実
現
す
る
﹂
も
こ
の

よ
う
な
文
脈
で
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。︽
シ
ャ
ト
ー
＝
ノ
ワ
ー
ル
の
森
の
岩
︾

の
筆
触
の
連
な
り
の
中
に
、
私
た
ち
は
動
的
な
感
覚
と
、
そ
れ
を
描
き
出
し
て

ゆ
く
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
の
動
き
、
い
い
か
え
れ
ば
、
画
家
の
身
体
を
見
出
す
の
で

あ
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
は
、
や
は
り
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
宛
て
た
別
の
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に

述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

私
た
ち
の
視
覚
器
官
に
、
あ
る
光
の
感
覚
が
生
起
す
る
。
す
る
と
、
彩
る

感
覚
﹇d

es
sen

satio
n
s
co

lo
ran

tes
﹈
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
諸
プ
ラ
ン
が
、

ハ
イ
ラ
イ
ト
や
半
調
子
、
あ
る
い
は
四
分
の
一
調
子
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
画
家
に
と
っ
て
、
光
は
存
在
し
ま
せ
ん
。10

文
章
の
中
で
、﹁
感
覚sen

satio
n
s

﹂
の
語
に
か
か
る
の
が
、
動
詞
﹁
彩
る

co
lo
rer

﹂
の
過
去
分
詞
で
は
な
く
、
現
在
分
詞
で
あ
る
こ
と
は
注
意
を
要
す

る
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
、﹁
彩
ら
れ
た
感
覚d

es
sen

satio
n
s
co

lo
rées

﹂
で
は
な
く
、

﹁
彩
る
感
覚d

es
sen

satio
n
s
co

lo
ran

tes

﹂
と
記
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
﹁
彩
る

11

感
覚
﹂
と
い
う
語
は
、
生
起
す
る
感
覚
の
実
在
と
、
そ
う
し
た
感
覚
が
も
つ
能

動
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
語
は
、
絵
画
固
有
の
要
素
で
あ
る
﹁
筆

触
﹂
に
繋
が
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。﹁
画
家
に
と
っ
て
、
光
は
存
在
し
ま

せ
ん
﹂
と
は
思
い
切
っ
た
言
い
方
だ
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
と
っ
て
は
、
光
も
ま
た

再
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
組
織
化
さ
れ
た
筆
触
の
関
係
の
中
に
創
出
さ
れ

る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
光
は
包
む
も
の
と
な
り
、
生
命
的

と
も
い
え
る
感
覚
が
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
晩
年
の
セ
ザ
ン
ヌ
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ブ
リ
ヨ
ン
＝
ゲ
リ

は
や
は
り
﹁
包
む
も
の
﹂
に
着
目
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
対
象
と

大
気
的
な
包
む
も
の
が
親
密
な
仕
方
で
一
体
と
な
る
の
は
、
同
じ
生
命
の
震
動

が
そ
れ
ら
を
駆
け
め
ぐ
り
、
貫
き
、
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹂。
そ
し

12

て
ブ
リ
ヨ
ン
＝
ゲ
リ
は
、﹁
こ
の
動
性
が
、
空
間
的
調
和
の
条
件
と
な
る
﹂
と

指
摘
す
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
宛
の
書
簡
に
、﹁
光
は
、
全
体
的
な
反

13

映
に
よ
っ
て
、
包
む
も
の
と
な
る
の
で
す
﹂
と
記
し
た
。
書
簡
と
当
時
の
彼
の

作
品
を
検
証
す
る
と
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
﹁
包
む
も
の
﹂
を
絵
画
の
全
体
的
な
構

成
、
す
な
わ
ち
空
間
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
．

結
び
に
か
え
て
︱
一
八
九
五
年
の
モ
ネ
と
セ
ザ
ン
ヌ
︱

モ
ネ
が
︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
を
発
表
し
た
一
八
九
五
年
に
は
、
セ
ザ

ン
ヌ
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
展
覧
会
が
開
か
れ
た
。
画
商
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
が
開
催

し
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
大
規
模
な
個
展
で
あ
る
。
一
〇
〇
点
以
上
に
及
ぶ
と
い
わ
れ

る
出
品
点
数
は
、
お
そ
ら
く
大
幅
な
展
示
替
え
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
個
展
の
開
催
に
よ
っ
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
こ
と
に
な

る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
ら
が
画
家
の
も
と
を
訪
れ
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
自
ら
の
絵
画
観
を

述
べ
た
一
連
の
書
簡
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
が
大
作
の
肖
像
画
︽
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
︾︵
図
６
︶

を
制
作
し
た
の
も
一
八
九
五
年
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
、︽
積
み
わ
ら
︾

連
作
を
制
作
中
の
モ
ネ
が
書
簡
を
送
っ
た
批
評
家
の
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
。
実
は
、
当

時
、
セ
ザ
ン
ヌ
と
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
に
は
直
接
の
面
識
が
な
く
、
モ
ネ
が
一
八
九
四

年
に
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
家
で
二
人
を
引
き
合
わ
せ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
後
、
セ
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ザ
ン
ヌ
は
肖
像
画
を
描
く
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
経
緯
の
中
で
、
モ
ネ
は
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
宛
の
書
簡
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。﹁
彼
﹇
セ
ザ
ン
ヌ
﹈
は
真
の
芸
術
家
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
疑
い
過
ぎ
る
の
で
す
。
彼
は
、
も
っ
と
評
価
さ
れ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
﹂︵
一
八
九
四
年
十
一
月
二
三
日
付
︶。
一
方
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
一

14

八
九
五
年
七
月
六
日
付
の
モ
ネ
宛
書
簡
で
、
肖
像
画
の
制
作
状
況
を
伝
え
、
感

謝
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

ジ
ェ
フ
ロ
ワ
の
と
こ
ろ
で
始
め
た
制
作
は
、
し
ば
ら
く
中
断
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。﹇
…
…
﹈
最
後
に
、
あ
な
た
の
下
で
得
た
心
の
支

え
を
ど
ん
な
に
嬉
し
く
感
じ
た
か
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
絵
画
の
刺
激
に
な
る
も
の
で
す
。15

モ
ネ
と
セ
ザ
ン
ヌ
、
二
人
の
画
家
の
書
簡
に
認
め
ら
れ
る
互
い
へ
の
信
頼
。

そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
感
覚
を
制
作
の
拠
り
所
と
す
る
と
い
う
、
両
者
に
共

通
し
た
姿
勢
に
他
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
二
人
の
画
家
は
い
ず
れ

も
、
生
動
す
る
感
覚
を
い
か
に
描
く
か
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
モ
ネ
は

書
簡
で
﹁
包
む
も
の
﹂
を
﹁
瞬
間
性
﹂﹁
均
一
な
光
﹂
と
い
う
語
と
並
置
し
た

が
、
彼
は
連
作
が
も
つ
時
間
的
な
構
造
の
中
に
感
覚
を
描
い
た
の
だ
っ
た
。
一

方
、﹁
包
む
も
の
﹂
を
﹁
全
体
的
な
反
映
﹂
と
い
う
語
と
結
び
つ
け
た
セ
ザ
ン

ヌ
は
、
感
覚
を
空
間
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
モ
ネ

と
セ
ザ
ン
ヌ
が
と
も
に
感
覚
の
表
現
と
向
か
い
合
い
、
各
々
が
晩
年
の
絵
画
を

展
開
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、﹁
印
象
派
以
後
︵
ポ
ス
ト
印
象
派
︶﹂
と
呼
ば
れ

る
時
代
を
捉
え
な
お
す
新
た
な
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。
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