
﹁
印
象
﹂
と
筆
触

六
人
部

昭

典

は
じ
め
に

印
象
主
義
絵
画
の
特
徴
と
し
て
、
﹁
筆
触

t
o
u
c
h
e

﹂
に
よ
る
表
現
が
常
に
挙

げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
た
変
革
に
つ
い
て
は
、
広
義
の
色
調
分

割
が
色
彩
観
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
ば
か
り
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
方
、
筆
触
表

現
そ
の
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

本
稿
で
は
、
当
時
の
展
覧
会
評
と
ボ
イ
ム
の
研
究
﹃
ア
カ
デ
ミ
ー
と
一
九
世
紀

フ
ラ
ン
ス
絵
画
﹄
を
手
が
か
り
に
し
て
、
筆
触
表
現
の
特
質
を
再
考
察
し
た

い
。
そ
こ
で
は
﹁
印
象

i
m
p
r
e
s
s
i
o
n

﹂
と
い
う
語
と
と
も
に
、
﹁
仕
上
げ

f
i
n
i

﹂

と
い
う
語
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
検
討
を
通
し
て
、
印
象
主
義
が
提
起

し
た
筆
触
の
意
義
と
近
代
絵
画
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
考
え
た
い
と
思
う
。

一
．
﹁
第
一
回
印
象
派
展
﹂
の
展
覧
会
評

ま
ず
、
一
八
七
四
年
に
開
催
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
展
、
い
わ
ゆ
る
﹁
第
一
回
印

象
派
展
﹂
に
つ
い
て
の
展
覧
会
評
を
取
り
上
げ
た
い
。
﹁
印
象
主
義
者
︵
印
象

派
︶
﹂
と
い
う
語
を
生
ん
だ
と
い
わ
れ
る
ル
ロ
ワ
の
批
評
文
は
、
四
月
二
五
日
、

﹃
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
。
ル
ロ
ワ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

﹁
﹃
印
象

i
m

p
r
e
s
s
i
o
n

﹄
、
そ
う
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
う
に
違
い
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
私
が
こ
の
絵
か
ら
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
中
に

は
印
象
が
あ
る
の
だ
ろ
う
…
…
。
そ
れ
に
し
て
も
、
画
風
の
何
と
い
う
自

由
さ
、
奔
放
さ
！
﹂
。1

引
用
し
た
部
分
は
、
モ
ネ
の
出
品
作
︽
印
象
、
日
の
出
︾
に
言
及
し
た
箇
所
。

ル
ロ
ワ
は
こ
こ
で
、
﹁
印
象
﹂
と
い
う
語
を
繰
り
返
し
て
︵
﹁
印
象
づ
け
ら
れ
た

i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
n
é

﹂
を
含
め
︶
、
揶
揄
し
て
い
る
。
そ
の
二
日
後
、
カ
リ
ヤ
は
こ
う

指
摘
す
る
。
﹁
彼
ら
が
何
よ
り
も
探
求
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
﹃
印
象

I
M

P
R
E
S
S
I
O
N

﹄
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
根
拠
を
示
す
た
め

に
発
明
し
た
言
葉
に
他
な
ら
な
い
﹂
。
批
評
文
で
は
﹁I

M
P
R
E
S
S
I
O
N

﹂
と
大

2

文
字
で
記
さ
れ
、
こ
の
語
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
カ
イ
ヤ
は
さ
ら
に
批
判
を
続

け
る
。
﹁
彼
ら
の
色
彩
と
い
っ
た
ら
、
偽
り
で
、
鈍
重
で
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
だ
。

彼
ら
は
、
巨
匠
た
ち
が
色
調
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
色
斑
と
名
付
け
る
。
望
ま

し
い
調
和
を
形
成
す
る
よ
う
に
色
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
は
も
は
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や
関
心
事
で
は
な
い
。
パ
レ
ッ
ト
の
生
々
し
い
色
の
ま
ま
、
色
と
り
ど
り
に
、

気
ま
ぐ
れ
に
並
置
さ
れ
た
、
平
坦
な
筆
触
が
問
題
な
の
で
あ
る
﹂
。3

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
二
つ
の
批
評
は
い
ず
れ
も
﹁
印
象
﹂
に
読
者
の
注
意

を
向
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
ル
ロ
ワ
は
﹁
画
風
﹇f

a
c
t
u
r
e

﹈
の
何
と
い
う
自
由

さ
、
奔
放
さ
！
﹂
と
記
し
、
カ
リ
ヤ
の
批
評
文
に
は
﹁
色
斑

u
n
e
t
a
c
h
e

﹂
﹁
平

坦
な
筆
触

t
o
u
c
h
e
s
p
l
a
t
e
s

﹂
と
い
う
語
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
批
評
は

﹁
印
象
﹂
と
い
う
語
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
筆
触
表
現
を
関
連
づ
け

て
い
る
と
い
え
る
。

カ
リ
ヤ
の
批
評
文
の
二
日
後
、
四
月
二
九
日
に
は
、
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
が
次
の

よ
う
な
批
評
を
﹃
世
紀
﹄
に
発
表
す
る
。

一
度
だ
け
の
印
象
﹇l

’

i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
u
n
e
f
o
i
s

﹈
を
捉
え
固
定
す
る
こ
と
、

こ
れ
が
究
極
の
目
標
だ
、
と
彼
ら
は
宣
言
す
る
。
当
初
、
彼
ら
に
与
え
ら

れ
て
い
た
﹁
日
本
人

J
a
p
o
n
a
i
s

﹂
と
い
う
呼
び
方
も
、
意
味
が
な
い
。
彼

ら
の
特
徴
を
一
言
で
表
そ
う
と
す
る
な
ら
、
﹁
印
象
主
義
者
た
ち

i
m

p
r
e
s
-

s
i
o
n
n
i
s
t
e
s

﹂
と
い
う
新
し
い
語
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
彼
ら
が
﹁
印
象
主
義
者
た
ち
﹂
で
あ
る
の
は
、
風
景
を
描
い
た
か

ら
で
は
な
く
、
風
景
が
も
た
ら
す
感
覚
﹇l

a
s
e
n
s
a
t
i
o
n

p
r
o
d
u
i
t
e
p
a
r
l
e

p
a
y
s
a
g
e

﹈
を
描
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
語
は
彼
ら
の
間
で
使
わ
れ
て

も
い
る
。
カ
タ
ロ
グ
で
モ
ネ
氏
の
︽
日
の
出
︾
に
付
け
ら
れ
て
い
る
の

は
、
﹁
風
景

p
a
y
s
a
g
e

﹂
で
は
な
く
、
﹁
印
象

i
m

p
r
e
s
s
i
o
n

﹂
に
他
な
ら
な

い
。
こ
の
点
で
、
彼
ら
は
現
実
を
離
れ
、
完
全
な
イ
デ
ア
リ
ス
ム
に
入
る

こ
と
に
な
る
。

彼
ら
を
先
輩
た
ち
か
ら
本
質
的
に
分
か
つ
の
は
、
仕
上
げ
﹇l

e
f
i
n
i

﹈

の
程
度
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
絵
の
主
題
は
同
じ
で
あ
り
、
表
現
の
方

法
だ
け
が
変
わ
っ
た
、
あ
る
い
は
改
悪
さ
れ
た
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。 4

カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
の
批
評
は
、
印
象
主
義
の
定
義
を
﹁
感
覚
﹂
の
表
現
に
求

め
、
そ
の
意
義
を
要
約
し
た
も
の
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
が
印
象
主
義
を
積
極

的
に
評
価
し
て
い
る
の
は
、
引
用
し
た
部
分
の
途
中
ま
で
で
あ
り
、
改
行
後
に

は
、
﹁
改
悪
さ
れ
た
の
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
、
印
象
主
義
に
対
す
る
疑
問
や
批
判

が
展
開
さ
れ
る
。
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
﹁
仕
上

げ
の
な
い
こ
と
﹇l

e
n
o
n
f
i
n
i

﹈
も
、
コ
ロ
ー
の
後
、
ド
ー
ビ
ニ
ー
や
ク
ー
ル

ベ
の
後
で
は
、
﹃
印
象
主
義
者
た
ち
﹄
が
発
明
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
彼

ら
は
そ
れ
を
褒
め
そ
や
し
、
称
賛
し
た
。
画
法
に
格
上
げ
し
、
芸
術
の
丸
天
井

の
要
と
し
た
の
だ
。
台
座
の
上
に
置
い
て
、
崇
め
た
。
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ

る
﹂
。
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
は
こ
う
し
て
、
印
象
主
義
に
先
行
す
る
レ
ア
リ
ス
ム
が

5
担
っ
た
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
印
象
主
義
に
対
す
る
批
判
を
記
し
た
彼

の
文
章
の
中
で
鍵
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
﹁
仕
上
げ
﹂
と
い
う
語
に
他
な
ら
な

い
。

二
．
﹁
ス
ケ
ッ
チ
の
美
学
﹂
と
︽
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
︾

印
象
主
義
の
筆
触
表
現
と
﹁
仕
上
げ
﹂
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
ボ
イ
ム
の

﹃
ア
カ
デ
ミ
ー
と
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絵
画
﹄
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
指
摘

は
示
唆
に
富
む
だ
ろ
う
。
﹁
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
と
仕
上
げ
る
こ
と
、
と
い
う

二
つ
の
段
階
の
厳
密
な
区
分
が
定
式
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
整
然
と
し
た
明
確
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な
役
割
が
与
え
ら
れ
た
。
﹇
…
…
﹈
ス
ケ
ッ
チ
の
美
学
﹇t

h
e
a
e
s
t
h
e
t
i
c
s
o
f
t
h
e

s
k
e
t
c
h

﹈
の
特
質
は
、
ま
さ
に
ア
カ
デ
ミ
ー
の
歴
史
を
通
し
て
、
準
備
ス
ケ
ッ

チ
に
与
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
﹂
。
ボ
イ
ム
は
こ
の
よ

6

う
に
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
ス
ケ
ッ
チ
の
位
置
づ
け
を
整
理
し
た
上
で
、
印
象

主
義
に
つ
い
て
、
こ
う
結
論
づ
け
る
。

独
立
派
は
、
仕
上
げ
か
ら
、
生
成
の
局
面
へ
と
力
点
を
移
動
さ
せ
た
の
に

す
ぎ
な
い
。
彼
ら
は
ス
ケ
ッ
チ
制
作
の
手
順
を
体
系
化
し
た
の
で
あ
る
。 7

ボ
イ
ム
は
、
印
象
主
義
の
筆
触
表
現
と
そ
れ
が
提
起
し
た
変
革
を
、
ア
カ
デ

ミ
ス
ム
に
対
抗
す
る
前
衛
の
神
話
と
し
て
で
は
な
く
、
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
と
の
関

係
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
先
の
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
の
批
判

は
、
印
象
主
義
と
先
行
す
る
レ
ア
リ
ス
ム
の
連
続
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ

り
、
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
引
用
に
先
立
つ
箇
所

に
対
立
を
強
調
し
た
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
﹁
仕
上
げ
の
な
い
こ

と
﹂
が
﹁
印
象
主
義
者
た
ち
﹂
の
発
明
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
、

カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
の
批
評
文
と
ボ
イ
ム
の
指
摘
は
一
致
し
て
い
る
。
印
象
主
義
者

た
ち
が
そ
れ
を
﹁
画
法
に
格
上
げ
し
た

é
r
i
g
e
n
t
e
n
s
y
s
t
è
m
e

﹂
こ
と
、
﹁
体
系

化
し
た

s
y
s
t
e
m
a
t
i
z
e

﹂
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め
に
、
モ
ネ
が
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
の
情
景
を
描

い
た
作
品
を
取
り
上
げ
た
い
。
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
は
セ
ー
ヌ
河
畔
の
行
楽

地
で
、
水
浴
や
ボ
ー
ト
遊
び
を
楽
し
む
パ
リ
市
民
で
賑
わ
っ
た
。
当
時
の
現
代

生
活
︵
モ
デ
ル
ニ
テ
︶
を
代
表
す
る
場
所
だ
っ
た
と
い
え
る
。
モ
ネ
は
一
八
六

九
年
の
夏
に
こ
こ
で
制
作
し
、
二
点
の
作
品
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

8

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
の
も
の
︵
図
１
︶
は
円
形
の
人
工
の
島
を
中
央

に
配
し
て
描
か
れ
、
ロ
ン
ド
ン
の
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
所
蔵
の
も
の

︵
図
２
︶
は
人
工
島
の
左
側
、
河
岸
に
通
じ
る
木
製
の
小
さ
な
橋
が
画
面
を
横

切
る
。
こ
れ
ら
の
二
点
は
今
日
、
印
象
主
義
誕
生
の
作
品
と
い
わ
れ
る
が
、
そ

の
理
由
は
筆
触
表
現
が
画
面
全
体
に
及
び
、
水
辺
の
情
景
が
い
き
い
き
と
描
き

出
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
絵
は
、
発
表
す
る
こ

と
を
前
提
に
制
作
さ
れ
た
﹁
作
品
﹂
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ネ
は
一
八
六
九

年
九
月
に
、
友
人
の
画
家
バ
ジ
ー
ル
に
宛
て
て
、
次
の
よ
う
な
書
簡
を
記
し
て

い
る
。も

う
す
ぐ
、
サ
ロ
ン
の
時
期
に
な
る
。
あ
あ
！

何
も
や
り
終
え
て
い
な

い
の
で
、
計
画
は
な
い
。
で
も
、
ひ
と
つ
の
夢
が
あ
る
。
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ

エ
ー
ル
の
水
浴
の
絵
で
、
い
く
つ
か
、
下
手
な
彩
色
ス
ケ
ッ
チ
も
描
い

た
。 9

現
存
す
る
二
点
の
絵
は
、
モ
ネ
が
書
簡
で
﹁
下
手
な
彩
色
ス
ケ
ッ
チ

m
a
u
-

v
a
i
s
e
s
p
o
c
h
e
d
e
s

﹂
と
呼
ん
だ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
制
作
の
段
階
で
、
モ

ネ
は
こ
れ
ら
を
発
表
す
べ
き
﹁
作
品
﹂
と
は
位
置
づ
け
て
い
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
書
簡
に
は
﹁
も
う
す
ぐ
、
サ
ロ
ン
の
時
期
に
な
る
﹂
と
も
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
サ
ロ
ン
展
開
幕
の
こ
と
で
は
な
く
、
サ
ロ
ン
審
査
の
時
期
が
近
づ

い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
モ
ネ
は
﹁
ひ
と
つ
の
夢
が
あ
る
﹂
と
語
っ

て
お
り
、
彼
は
こ
れ
ら
の
﹁
彩
色
ス
ケ
ッ
チ
﹂
を
も
と
に
、
サ
ロ
ン
審
査
に
提

出
す
る
作
品
を
制
作
す
る
考
え
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
一
八
七
〇
年
の
サ

ロ
ン
で
落
選
し
た
と
推
定
さ
れ
る
作
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
残
念
な

こ
と
に
、
こ
の
絵
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
折
に
消
失
し
、
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
写

真
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

10
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現
存
す
る
二
作
品
と
、
サ
ロ
ン
落
選
作
品
の
写
真
資
料
︵
図
３
︶
を
比
較
し

よ
う
。
ま
ず
、
画
面
構
成
を
み
る
と
、
後
者
は
横
長
の
画
面
の
中
に
前
者
二
点

を
総
合
し
た
構
図
で
あ
る
こ
と
分
か
る
。
そ
し
て
後
者
で
は
画
面
左
奥
に
ヨ
ッ

ト
の
姿
が
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
細
部
の
描
写
を
見
る
と
、
前
者
二
点

で
は
人
物
も
筆
触
で
簡
略
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
後
者
で
は
、
人
物
の
描
写
が

や
や
細
か
く
な
り
︵
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ー
が
求
め
た
丁
寧
な
﹁
仕
上
げ
﹂
を
満

た
す
も
の
で
は
な
い
が
︶
、
人
物
た
ち
が
着
る
衣
装
の
デ
ザ
イ
ン
も
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
サ
ロ
ン
審
査
提
出
作
品
は
、
現
場
で
描
か
れ
た
二
点
に
基
づ
い
て

構
想
さ
れ
、
部
分
的
な
修
正
を
加
え
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し

て
三
点
の
作
品
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
光
を
反
射
し
て
移
ろ
う
水
面
の

表
情
が
、
矩
形
の
明
確
な
筆
触
を
並
置
す
る
こ
と
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
現
場
で
得
た
印
象
、
そ
の
生
動
す
る
感
覚
を
筆
触
に

よ
っ
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
一
貫
し
た
姿
勢
が
見
出
さ
れ
る
。
﹁
印
象

i
m
p
r
e
s
-

s
i
o
n

﹂
の
原
義
は
﹁
内
に
押
し
付
け
る
こ
と

i
m

-

p
r
e
s
s
i
o
n

﹂
、
す
な
わ
ち
画
家

の
感
覚
と
い
う
身
体
的
な
も
の
に
対
す
る
刻
印
で
あ
る
だ
ろ
う
。
モ
ネ
は
サ
ロ

ン
提
出
用
の
作
品
に
お
い
て
も
、
﹁
仕
上
げ
﹂
の
中
に
構
想
を
ま
と
め
る
の
で

は
な
く
、
感
覚
を
描
く
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
の
だ
と
い
え
る
。

モ
ネ
は
こ
の
後
、
戸
外
で
描
い
た
絵
を
も
と
に
サ
ロ
ン
提
出
用
の
作
品
を
描

く
と
い
う
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
を
取
ら
な
く
な
る
︵
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
作
品

が
戸
外
で
描
か
れ
た
と
考
え
る
の
は
短
絡
的
だ
ろ
う
︶
。
習
作
と
本
作
と
い
う

区
別
を
棄
て
、
︽
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
︾
に
見
ら
れ
る
筆
触
に
よ
る
表
現
こ

そ
が
、
感
覚
を
直
接
的
に
伝
え
る
と
考
え
た
の
だ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
絵

画
制
作
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
﹁
生
成
の
局
面

g
e
n
e
r
a
t
i
v
e
p
h
a
s
e

﹂
に
お
こ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

三
．

筆
触

印
象
主
義
が
筆
触
表
現
を
﹁
画
法
に
格
上
げ
し
た
﹂
こ
と
、
﹁
ス
ケ
ッ
チ
の

美
学
﹂
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
の
背
景
に
つ
い
て
、
ボ
イ
ム
は
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
る
。
﹁
一
九
世
紀
の
美
術
批
評
が
ひ
と
つ
の
語
に
よ
っ
て
塗
り
つ
ぶ
さ

れ
た
と
い
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
標
語
と
は
独
創
性
﹇o

r
i
g
i
n
a
l
i
t
y

﹈
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
本
質
的
な
表
現
は
、
ス
ケ
ッ
チ
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
印
象
と

感
覚
の
概
念
は
、
独
創
性
の
問
題
に
関
す
る
一
九
世
紀
の
執
着
に
直
接
関
係
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
自
体
は
ロ
マ
ン
主
義
の
エ
ー
ト
ス
か
ら
派
生
し
て

い
る
﹂
。
一
九
世
紀
の
美
術
批
評
や
作
品
タ
イ
ト
ル
に
は
、
﹁
印
象
﹂
と
並
ん

11

で
、
し
ば
し
ば
﹁
効
果

e
f
f
e
t

﹂
と
い
う
語
が
認
め
ら
れ
る
。
二
つ
の
語
は
混

同
さ
れ
が
ち
だ
が
、
﹁
効
果
﹂
は
、
基
本
的
に
は
描
か
れ
る
対
象
に
即
し
て
使

わ
れ
る
。
﹁
私
の
印
象
﹂
と
い
い
え
て
も
、
﹁
私
の
効
果
﹂
と
は
い
わ
な
い
だ
ろ

う
。
た
し
か
に
、
﹁
印
象
﹂
と
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
筆
触
表
現
に
は
、
独
創
性

の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。12

ボ
イ
ム
は
筆
触
表
現
の
体
系
化
と
関
わ
る
独
創
性
に
つ
い
て
、
従
来
の
﹁
卓

越
性
の
指
標

t
h
e

m
a
r
k

o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n

﹂
と
し
て
の
独
創
性
と
区
別
し
、
﹁
自
分

で
あ
る
こ
と
の
指
標

t
h
e

m
a
r
k

o
f
i
d
e
n
t
i
t
y

﹂
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ

13

う
に
述
べ
て
い
る
。

制
作
の
自
発
性
﹇s

p
o
n
t
a
n
e
i
t
y
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n

﹈
は
、
印
象
主
義
者
に
と
っ

て
独
創
的
な
表
現
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ス
ケ
ッ
チ
の
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も
つ
特
質
で
あ
り
、
彼
ら
の
企
て
の
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
た
目
標
で
も

あ
っ
た
。14

ボ
イ
ム
は
こ
こ
で
﹁
自
発
性
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
印
象
主
義
の
筆

触
表
現
に
つ
い
て
は
、
常
に
﹁
即
応
性
﹂
と
﹁
自
発
性
﹂
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

特
に
、
後
者
の
﹁
自
発
性
﹂
の
語
は
、
そ
れ
を
用
い
る
と
、
印
象
主
義
が
近
代

絵
画
史
の
中
に
お
さ
ま
る
呪
文
の
よ
う
に
機
能
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
私

た
ち
は
筆
触
そ
の
も
の
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

先
に
紹
介
し
た
﹁
第
一
回
印
象
派
展
﹂
の
批
評
で
、
カ
リ
ヤ
は
﹁
色
斑

t
a
c
h
e

﹂
と
﹁
筆
触

t
o
u
c
h
e

﹂
と
い
う
二
つ
の
語
を
記
し
て
い
た
。
彼
は
﹁
色

斑
﹂
の
語
を
色
彩
の
考
え
方
に
関
わ
る
文
脈
で
使
い
、
﹁
筆
触
﹂
に
つ
い
て
は
、

﹁
気
ま
ぐ
れ
に
並
置
さ
れ
た

j
u
x
t
a
p
o
s
é
e
s
a
u
h
a
s
a
r
d

﹂
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ

う
に
制
作
の
文
脈
で
用
い
て
い
る
。
デ
ュ
レ
の
モ
ネ
論
の
中
に
も
、
こ
れ
ら
二

つ
の
語
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
﹇
モ
ネ
﹈
は
イ
ー
ゼ
ル
に
白
い
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
置
き
、
突
然
、
さ
ま
ざ

ま
な
色
彩
の
箔
で
覆
い
始
め
る
。
そ
れ
ら
は
、
か
い
ま
見
ら
れ
た
自
然
の

情
景
が
も
た
ら
す
彩
ら
れ
た
色
斑
﹇l

e
s
t
a
c
h
e
s
c
o
l
o
r
é
e
s

﹈
に
呼
応
す
る
。

﹇
…
…
﹈
要
約
す
る
と
、
彼
の
筆
使
い
﹇s

o
n

p
i
n
c
e
a
u

﹈
は
、
観
察
者
の

眼
に
呼
応
す
る
大
気
の
変
化
や
空
の
流
動
性
が
う
む
移
ろ
い
や
す
い
無
数

の
印
象
﹇c

e
s
m
i
l
l
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
p
a
s
s
a
g
è
r
e
s

﹈
を
描
き
と
め
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
誰
か
が
作
っ
た
﹁
印
象
主
義
者
﹂
と
い
う
称
号
を
彼
に
与
え
る

の
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
﹇
…
…
﹈
モ
ネ
は
大
い
に
闊
達
な
筆
使
い

﹇u
n
e
g
r
a
n
d
e
f
a
c
i
l
i
t
d
e
p
i
n
c
e
a
u

﹈
を
見
せ
る
。
彼
の
筆
触
﹇s

a
t
o
u
c
h
e

﹈

は
悠
々
と
し
て
素
早
い
。15

デ
ュ
レ
の
批
評
文
で
は
、
筆
触
表
現
の
特
質
が
、
﹁
移
ろ
い
や
す
い
無
数
の

印
象
﹂
を
描
き
と
め
る
も
の
、
つ
ま
り
自
然
の
変
化
に
対
す
る
即
応
性
と
し
て

記
述
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
し
て
﹁
色
斑
﹂
と
﹁
筆
触
﹂
と
い
う
二
つ

の
語
に
関
し
て
は
、
前
者
の
﹁
色
斑
﹂
は
主
に
視
覚
的
な
現
わ
れ
に
関
す
る
文

脈
で
、
後
者
の
﹁
筆
触
﹂
は
﹁
筆
使
い
﹂
と
い
う
語
と
と
も
に
、
や
は
り
制
作

を
扱
っ
た
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
﹁
色
斑

t
a
c
h
e

﹂
の
原
義

が
﹁
染
み
﹂
で
あ
り
、
一
方
、
﹁
筆
触

t
o
u
c
h
e

﹂
が
﹁
触
れ
る

t
o
u
c
h
e
r

﹂
と
い

う
動
詞
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
も
頷
け
る
。
﹁
筆
触
﹂
と
は
、
画
家
が
絵
筆
を
介

し
て
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
触
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
画
面
上
の
筆
触

に
目
を
向
け
る
と
、
個
々
の
筆
触
は
、
た
と
え
ば
風
に
揺
れ
る
枝
や
光
を
反
射

す
る
水
面
を
描
き
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
筆
触
は
そ
う
し

た
再
現
的
機
能
と
は
別
に
、
何
よ
り
も
画
面
上
に
絵
の
具
と
い
う
物
質
︵
マ
チ

エ
ー
ル
︶
と
し
て
実
在
す
る
。
私
た
ち
は
、
筆
触
が
再
現
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
画

面
上
に
見
る
と
と
も
に
、
絵
の
具
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

16

四
．

結
び
に
か
え
て

カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
は
展
覧
会
評
で
、
印
象
主
義
の
定
義
を
﹁
感
覚
﹂
に
求
め

た
。
﹁
印
象
﹂
が
﹁
内
へ
押
し
付
け
る
こ
と
﹂
を
原
義
と
す
る
よ
う
に
、
﹁
感

覚
﹂
は
極
め
て
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
画
家
は
手
を
携
え
た
﹁
描

く
身
体
﹂
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
筆
触
は
画
面
上
に
絵
の
具
の
マ
チ
エ
ー
ル
と
し

て
実
在
す
る
。
絵
を
見
る
者
は
、
再
現
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
と
る
と
同
時

に
、
こ
の
マ
チ
エ
ー
ル
を
通
し
て
、
﹁
画
家
の
手
﹂
と
い
う
﹁
身
体
﹂
を
感
じ
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と
る
の
に
他
な
ら
な
い
。

私
た
ち
は
こ
う
し
た
筆
触
表
現
の
意
義
を
﹁
自
発
性
﹂
と
い
う
言
葉
で
く
く

る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
現
れ
る
﹁
画
家
の
身
体
﹂
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ボ
イ
ム
は
﹁
ス
ケ
ッ
チ
の
美
学
﹂
と
結
び
つ
く
﹁
独
創
性
﹂
に
つ
い
て
、

﹁
自
分
で
あ
る
こ
と
の
指
標

t
h
e

m
a
r
k

o
f

i
d
e
n
t
i
t
y

﹂
だ
と
指
摘
し
た
。
こ
の

﹁
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
︵
自
分
で
あ
る
こ
と
︶
﹂
は
、
﹁
感
覚
す
る
身
体
﹂
と

﹁
描
く
身
体
﹂
の
﹁
自
己
同
一
性
﹂
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
﹁
筆
触
﹂

と
い
う
画
面
上
に
実
在
す
る
絵
の
具
と
い
う
マ
チ
エ
ー
ル
︵
物
質
︶
こ
そ
が
、

こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
﹁
指
標

m
a
r
k

﹂
と
な
る
。
絵
画
︵
む
し
ろ
﹁
描

く
こ
と

p
a
i
n
t

-

i
n
g

﹂
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
︶
は
こ
こ
に
生
成
す
る
。
私
た
ち

は
、
ボ
イ
ム
が
提
起
し
た
﹁
ス
ケ
ッ
チ
の
美
学
﹂
の
先
に
、
﹁
筆
触
の
美
学
﹂

を
見
出
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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木
康
子
訳

三
元
社

二
〇
〇
五
年
﹈

７

I
b
i
d
.
,
p
.

1
8
5

.

８

こ
の
折
の
制
作
で
は
、
他
に
水
面
に
浮
か
ぶ
ボ
ー
ト
だ
け
を
描
い
た
小
品
︵
カ
タ
ロ

グ
・
レ
ゾ
ネ
の
作
品
番
号

n
o
.

1
3
7
︶
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー

ル
で
の
制
作
と
印
象
主
義
の
近
代
性
に
関
し
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。C

h
a
r
l
e
s

H
a
r
r
i
s
o
n
,

“

I
m
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
m
,
M

o
d
e
r
n
i
s
m

a
n
d

O
r
i
g
i
n
a
l
i
t
y

”

,
F
r
a
c
i
s

F
r
a
n
c
i
n
a
,
N
i
g
e
l

B
l
a
k
e
,
B
r
i
o
n
y

F
e
r
,
T
a
m
a
r
G
a
r
b
,
C
h
a
r
l
e
s
H
a
r
i
s
s
o
n
,

M
o
d
e
r
n
i
t
y

a
n
d

M
o
d
e
r
n
i
s
m

:

F
r
e
n
c
h

P
a
i
i
n
t
i
n
g

i
n

t
h
e

N
i
n
e
t
e
e
n
t
h

C
e
n
t
u
r
y
,

1
9
9
3

,
p
p
.

1
4
1
-
2
1
8

.

９

カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
の
作
品
番
号

n
o
.

1
3
6

.
D
a
n
i
e
l
W

i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
C

l
a
u
d
e

M
o
n
e
t

:

B
i
o
g
r
a
p
h
i
e

e
t
c
a
t
a
l
o
g
u
e

r
a
i
s
o
n
n
é
,
t
o
m
e

(
1
8
4
0
-
1
8
8
1
)

,
L
a
u
s
a
n
n
e
e
t
P
a
r
i
s

1
9
7
4

,
p
.

Ⅰ

4
2
7

.

I
b
i
d
.
,
p
p
.

1
7
8
-
7
9

.

10

B
o
i
m
e
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.

1
7
3

11
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
ボ
イ
ム
も
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
。I

b
i
d
.
,
p
p
.

1
6
6
-
7
3

.

12

I
b
i
d
.
,
p
.

1
7
4

13

I
b
i
d
.
,
p
.

1
7
2

.

14

T
h
é
o
d
o
r
e
D
u
r
e
t
,
L
e

P
e
i
n
t
r
e

C
l
a
u
d
e

M
o
n
e
t

(
1
8
8
0
)

,
D
.
R
i
o
u
t

(

e
d
.

)

,
L
e
s
é
c
r
i
v
a
u
n
s

15d
e
v
a
n
t
l
’
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
n
i
s
m
e
,
P
a
r
i
s

1
9
8
9

,
p
.

2
2
7

こ
の
点
に
関
し
て
次
の
接
論
で
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
﹁
筆
触
の
思
想
﹂
﹃
義
学
﹄

16
二
〇
九
号

二
〇
〇
二
年
。

﹇
付
記
﹈

本
稿
は
、
文
部
科
学
省
補
助
研
究
﹁

世
紀
の
風
景
論
﹂
︵
代
表
：

仲
間
裕
子
︶
研
究
例

21

会
に
お
け
る
発
表
﹁
﹃
印
象

i
m
p
r
e
s
s
i
o
n

﹄
の
位
置
﹂
︵
二
〇
一
一
年
二
月
︶
の
原
稿
に
加

筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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１ クロード・モネ

《ラ・グルヌイエール》

1869年

カンヴァス／油彩 75x100cm

ニューヨーク／メトロポリタン美術館

２ クロード・モネ

《ラ・グルヌイエールの水浴》

1869年

カンヴァス／油彩 73x92cm

ロンドン／ナショナル・ギャラリー

３ 資料写真：クロード・モネ

《ラ・グルヌイエール》

1869年

（1870年のサロンに落選したと推定される

作品）


