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は
じ
め
に

　

本
連
載
で
は
、
近
代
日
本
の
水
彩
画
家
、
三
宅
克
己（
一
八
七
四

―
一
九
五
四
年
、
徳
島
市
出
身
）の
画
業
を
検
討
し
て
い
る
。

　

連
載（
八
）（
九
）で
は
、
鹿
子
木
孟
郎
と
克
己
ら
が
意
見
を
た
た

か
わ
せ
た「
水
彩
画
論
争
」の
背
景
に
あ
っ
た
印
象
派
受
容
の
問
題

に
触
れ
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
克
己
が
交
流

し
た
文
学
者
と
の
関
係
か
ら
、
彼
の
印
象
派
受
容
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
と
思
う
。

　

本
論
に
入
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
克
己
と
印
象
派
の
関

わ
り
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
彼
は
一
九
〇
二（
明
治
三
五
）年
八

月
、
第
二
回
渡
欧
か
ら
帰
国
し
た
後
、
印
象
派
に
刺
激
さ
れ
た
滞

欧
作
を
白
馬
会
展
で
発
表
し
た
他
、
現
地
で
手
に
入
れ
た
ピ
サ
ロ

﹇
図
1
﹈、モ
ネ﹇
図
2
﹈、シ
ス
レ
ー
な
ど
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
の
作
品

図
版
を『
明
星
』誌
上
で
紹
介
。
さ
ら
に
印
象
派
を
意
識
し
た
自
身

三
宅
克
己
の
画
業
と
生
涯
（
十
）
―
印
象
主
義
を
め
ぐ
る
文
学
者
た
ち
と
の
交
流

森　

芳
功

の
試
作
も
同
誌
で
発
表
し
た﹇
図
3
﹈
。
岩
村
透
や
久
米
桂
一
郎

の
活
発
な
印
象
派
紹
介
と
重
な
る
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頃
、

日
本
で
印
象
派
を
紹
介
す
る
機
運
が
高
ま
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
の
新
し
い
動
向
と
関
わ
っ
て
い
る
。
一
九
〇
〇（
明
治
三
三
）

年
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
は
、「
フ
ラ
ン
ス
美
術
一
〇
〇
年
展
」に
印

象
派
の
作
品
が
展
示
さ
れ
る
な
ど
、
西
洋
近
代
美
術
史
の
流
れ
の

な
か
に
印
象
派
が
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
パ
リ
万
博

を
視
察
し
た
岩
村
、
久
米
が
そ
の
動
き
を
日
本
に
紹
介
し
て
い
た
。

克
己
の
動
き
も
彼
ら
と
連
動
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

岩
村
は
、
翻
訳
に
よ
っ
て
基
本
的
な
情
報
を
伝
え
る
と
と
も
に
、

印
象
派
を
歴
史
的
に
相
対
化
す
る
見
方
を
示
す
。
久
米
は
、
一
九

世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
自
然
描
写
に
立
ち
戻
っ
た
傾
向
が
、
印

象
派
の
自
然
の
見
方
や
表
現
方
法
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、「
現
代

芸
術
の
大
勢
」
を
つ
く
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
久
米
の
主
張
は
、

外
光
派
を
日
本
洋
画
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
し
て
確
立
す
る
た
め
の

（1）

（2）

図1　 カミーユ・ピサロ　 

幽思（『明星』より）

図 2　 クロード・モネ　海辺緑樹 

（『明星』より）
図 3　 三宅克己　角筈村 一 

（『明星』より）
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向
と
関
わ
ら
せ
て
、
克
己
の
表
現
と
印
象
主
義
の
関
係
を
検
討
し

た
い
。
ま
た
文
学
か
ら
の
刺
激
が
、
水
彩
画
を
独
立
し
た
分
野
と

し
て
捉
え
る
志
向
を
克
己
の
な
か
で
固
め
さ
せ
る
要
素
の
ひ
と
つ

に
な
っ
た
こ
と
も
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
　
蒲
原
有
明
、
田
山
花
袋
と
克
己

「
奇
妙
な
画
」と「
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」の
意
識

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
印
象
派
に
刺
激
さ
れ
た
克
己
だ
っ
た
が
、
滞
欧

作
が
日
本
の
美
術
界
に
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
小
諸
時
代
に
克
己
と
親
し
く
交
流
し
た
水
彩
画
家
の

丸
山
晩
霞
は
、
克
己
の
滞
欧
作
を「
奇
妙
な
画
」と
見
て
い
た
。
後

の
回
想
だ
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

氏
は
第
二
の
外
遊
か
ら
帰
へ
つ
て
来
て
、
奇
妙
な
画
を
展
覧

会
等
に
出
陳
し
た
。
筆
で
描
た
と
も
思
は
れ
な
い
、
又
強
い

毛
の
ブ
ラ
シ
に
か
す
か
す
に
絵
具
を
着
け
て
、
描
い
た
も

の
ゝ
や
う
に
も
思
は
る
ゝ
、
あ
ま
り
面
白
い
描
現
法
で
も
な

い
か
ら
聞
て
も
見
な
か
つ
た
。
或
る
人
か
ら
聞
く
と
指
頭
に

絵
具
を
着
け
て
描
い
た
と
の
事
で
あ
る
。
こ
の
描
法
は
あ
ま

り
歓
迎
さ
れ
な
か
つ
た
。

　

丸
山
が
い
う
よ
う
に「
指
頭
」を
使
っ
た
水
彩
表
現
は
、
油
絵
具

を
用
い
た
印
象
派
の
表
現
に
水
彩
画
で
近
づ
こ
う
と
す
る
試
み

だ
っ
た
。〈
雨
後
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
〉（
一
九
〇
二
年
）が
そ
の
作
例

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
水
彩
の
筆
で
な
く
指
を
使
う
こ
と
で
、

描
写
は
や
わ
ら
か
く
な
り
、
光
の
印
象
が
う
ま
く
表
わ
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

印
象
派
の
表
現
を
試
み
る
実
験
作
で
あ
り
、
理
解
で
き
る
人
は
少

（5）

（6）

理
論
的
整
理
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。

　

克
己
が
二
度
目
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴
い
た
の
は
、
パ
リ
万
博
の

翌
年
で
、
印
象
派
が
よ
り
大
衆
的
人
気
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い

た
時
期
で
あ
る
。
彼
は
、
印
象
派
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
展
示
さ
れ
て

間
も
な
い
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
で
、
都
市
の
観
衆
が
印
象

派
を
支
持
す
る
よ
う
す
を
目
撃
し
、
そ
の
空
気
を
共
有
す
る
よ
う

に
し
て
、
視
線
を
パ
リ
風
景
に
注
ぎ
、
水
彩
で
新
た
な
風
景
表
現

を
試
み
た
。そ
れ
が
彼
の
帰
国
後
の
活
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
日
本
に
お
け
る
印
象
派
紹
介
は
、
一
九
〇
〇
年
頃

の
パ
リ
に
赴
い
た
、
克
己
を
含
む
白
馬
会
関
係
者
が
連
携
し
て

行
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
岩
村
と
克
己
の
つ
な
が
り
は
深
く
、
頻
繁

に
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
。
久
米
は「
水
彩
画
論
争
」の
時
期
、

克
己
と
協
力
す
る
よ
う
に
し
て
印
象
派
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る

場
面
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
連
載
で
は
、克
己
と
印
象
派
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
。

　

た
だ
し
、
帰
国
直
後
の
克
己
と
岩
村
、
久
米
の
間
に
は
、
い
く

ら
か
温
度
差
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
岩
村
、
久
米
は
、
印

象
派
を
西
洋
美
術
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
歴
史
的
に
捉
え
よ
う

と
す
る
冷
静
さ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
克
己
は
、
表
現
者
と
く

に
水
彩
画
の
制
作
者
と
し
て
幾
分
熱
を
も
っ
て
印
象
派
と
向
か
い

合
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
克
己
に
引
き

寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
集
ま
っ
た
の
が
、
蒲
原
有
明（
一
八
七
五

―
一
九
五
二
年
）や
田
山
花
袋（
一
八
七
二
―
一
九
三
〇
年
）ら
文

学
者
た
ち
だ
っ
た
。
克
己
は
彼
ら
と
議
論
し
、
影
響
を
与
え
合
っ

て
い
た
。

　

日
本
の
印
象
主
義
の
受
容
は
、
一
九
〇
〇
年
代
の
末（
明
治

四
〇
年
代
）に
至
り
、
印
象
派
以
後
の
新
傾
向
受
容
と
重
な
る
よ

う
に
し
て
一
気
に
進
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上

げ
る
の
は
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

一
九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
克
己
の
周
辺
に
い
た
文
学
者
た
ち
の
動

（3）

（4）
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者
が
寧
ろ
向
ふ
か
ら
交
際
を
求
め
る
や
う
な
傾
が
あ
つ
た
。

　

克
己
と
文
学
者
の
交
流
は
、
一
つ
に
民
友
社
系
の
キ
リ
ス
ト
教

的
理
想
を
持
つ
人
た
ち
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、も
う
一
つ
重
要
な
交

流
が
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
〇
〇
年
に
彼
が
東
京
へ
戻
っ
た
と
き
、
文
学
者
た
ち
の
主

な
関
心
は
、
写
生
に
よ
る
自
然
の
描
写
と
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
作

品
化
だ
っ
た
と
い
え
る
。
む
ろ
ん
そ
の
と
き
、
克
己
だ
け
が
画
家

と
し
て
彼
ら
と
交
流
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
徳
冨
蘆

花
が
和
田
英
作
か
ら
水
彩
画
を
学
ん
で
お
り
、
克
己
の
帰
京
後
は
、

大
下
藤
次
郎
と
蒲
原
、
田
山
と
の
交
流
も
始
ま
っ
て
い
く
。
だ
が

克
己
が
第
二
回
渡
欧
か
ら
帰
国
し
た
一
九
〇
二（
明
治
三
五
）年
、

克
己
が
印
象
派
の
影
響
を
受
け
た
滞
欧
作
を
発
表
し
た
こ
と
が
、

文
学
者
た
ち
の
間
に
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
詩
人
の
蒲
原
有
明
の
場
合
を
見
て
お
こ
う
。
蒲
原
は
、
先

の
丸
山
晩
霞
と
は
逆
に
、
克
己
の
滞
欧
作
を「
面
白
い
」と
感
じ
て

い
た
。

　

多
分
二
度
目
の
洋
行
後
で
し
た
か
、
先
生
の
画
が
変
り
ま
し

て
我
々
が
面
白
い
と
思
ひ
ま
し
た
の
は
。
印
象
派
に
感
じ
て

来
ら
れ
て
、
一
時
は
全
く
ポ
ア
ン
チ
リ
ス
ト（
点
描
派
）
の

や
う
で
し
た
ね
。
モ
ネ
ー
の
家
な
ど
は
仏
蘭
西
で
写
生
さ
れ
、

モ
ネ
ー
や
ポ
ア
ン
チ
リ
ス
ト
の
風
を
水
彩
画
で
試
み
ら
れ
た

と
で
も
云
へ
ま
せ
う
。

　

こ
の
文
章
は
、
克
己
が
印
象
派
の
影
響
を
受
け
て
帰
国
し
た
こ

と
を
証
言
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
モ
ネ
の
ア
ト
リ
エ
も
訪
ね
た
と

い
う
。「
ポ
ア
ン
チ
リ
ス
ト（
点
描
派
）の
や
う
で
し
た
ね
。」と
い
う

の
は
、〈
雨
後
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
〉な
ど
パ
リ
滞
在
中
に
、
指
を
使
っ

て
描
い
た
作
品
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

蒲
原
と
克
己
と
の
間
で
重
要
な
の
は
、
蒲
原
が
克
己
の
滞
欧
作 （10）

（11）

（12）

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
丸
山
の「
こ
の
描
法
は
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ

な
か
つ
た
」と
い
う
言
葉
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

克
己
は
晩
年
、「
私
こ
れ
で
も
若
い
時
は
洋
画
界
の
ア
バ
ン
ギ
ャ

ル
ド
の
率
先
者
の
一
人
で
あ
つ
た
の
だ
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ

る
。
水
彩
画
家
と
し
て
活
躍
し
た
自
負
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、「
若

い
時
」に
先
駆
者
た
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
。
印
象

派
紹
介
の
試
み
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

蒲
原
有
明
と
印
象
派

　

克
己
の
滞
欧
作
に
対
し
て
は
、
丸
山
晩
霞
の
よ
う
な
感
想
が

あ
っ
た
一
方
で
、
印
象
派
的
表
現
に
強
く
刺
激
さ
れ
た
人
た
ち
が

い
た
。
克
己
と
交
流
し
た
蒲
原
有
明
や
田
山
花
袋
ら
文
学
者
で
あ

る
。
ジ
ャ
ン
ル
は
異
な
る
が
、
意
見
交
換
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ

と
で
、
文
学
思
潮
へ
の
影
響
や
克
己
の
表
現
の
方
向
を
形
作
る
う

え
で
無
視
で
き
な
い
作
用
を
及
ぼ
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
連
載（
七
）で
触
れ
た
が
、
克
己
と
蒲
原
ら
文
学
者
た
ち
と
幅

の
広
い
交
流
が
生
ま
れ
た
の
は
、
克
己
が
一
九
〇
〇（
明
治
三
三
）

年
末
に
長
野
県
の
小
諸
か
ら
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
小
諸
で
親
し
く
し
た
明
治
学
院
の
先
輩
島
崎
藤
村
の
紹
介
で
、

蒲
原
有
明
と
知
り
合
い
に
な
り
、
そ
の
後
国
木
田
独
歩
や
田
山
花

袋
ら
へ
交
流
を
広
げ
て
い
く
。小
諸
に
お
け
る
藤
村
が
そ
う
だ
っ

た
よ
う
に
、
写
生
に
も
と
づ
く
自
然
の
光
景
の
描
写
は
、
新
た
な

表
現
を
つ
く
る
う
え
で
、
文
学
者
た
ち
の
関
心
を
引
く
要
素
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
克
己
は
、
文
学
者
た
ち
に
会
う
と「
話
は

芸
術
の
議
論
」に
な
っ
た
と
い
う
。
以
前
も
本
連
載
で
引
用
し
た

が
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

斯
う
云
ふ
連
中
と
遇
へ
ば
話
は
芸
術
の
議
論
で
あ
る
。
こ
の

時
代
の
文
学
者
は
、
自
然
の
事
を
知
る
に
は
、
単
に
読
書
ば

か
り
に
よ
ら
ず
、
画
家
特
に
風
景
画
家
に
交
つ
て
、
探
知
す

る
に
若
く
は
無
い
と
思
つ
た
所
為
か
、
色
々
の
方
面
の
文
学

（7）

（8）

（9）
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あ
せ
し
す
が
た
や
、
き
し
き
し
と

　
　

わ
た
れ
ば
、
嘆
く
橋
の
板いた
。

　
　

　
　

い
ま
は
の
い
ぶ
き
い
と
せ
め
て
、

　
　

饐す
江
て
な
よ
め
く
泥どろ
が
は
の

　
　

靄
は
あ
し
た
の
お
く
つ
き
に

　
　

冷
え
つ
つ
ゆ
き
ぬ
。
鴎かもめ
鳥どり

　
　

あ
げ
じ
ほ
趁お
ひ
て
、
は
や
食あさ
る
。

　
　

　
　

濁
れ
ど
水
は
く
ち
ば
み
の

　
　

あ
や
に
う
ご
め
き
、
緑みどり
練ね
り
、

　
　

瑠
璃
の
端は
ひ
か
り
、
碧あお
よ
ど
み
、

　
　

か
く
て
く
れ
な
ゐ
、
―
―
は
し
た
め
は

　
　

た
て
り
、
揚あげ
場ば
に
、
―
―
女め
の
帯
や
。

　
　

　
　

青
も
の
ぐ
る
ま
、
い
く
つ
―
―
は
た
、

　
　

か
せ
ぎ
の
人
ら
―
―
も
の
ご
ひ
の

　
　

空むな
手で
―
―
荷に
足たり
の
た
ぶ
た
ぶ
や
、

　
　

艫とも
に
竿さお
お
し
、
舵かじ
と
り
て
、

　
　

舳へ
に
歌
を
曳
く
船ふな
を
と
こ
。

　
　

　
　

朝
な
り
、
影
は
色
め
き
て
、

　
　

か
く
て
日
も
さ
せ
に
ご
り
川
、

　
　

朝
な
り
、
す
て
に
か
が
や
き
ぬ
、

　
　

市
ば
の
河か
岸し
の
並
み
ぐ
ら
の

　
　

白しら
壁かべ
―
―
こ
れ
や
わ
が
胸
か
。

　
　

　

朝
の
河
岸
の
情
景
が
表
さ
れ
て
い
る
。
東
京
日
本
橋
の
風
景
か

ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
都
市
を
流
れ
る
川
が
舞

台
と
さ
れ
た
。
夜
が
明
け
切
ら
な
い
靄
の
か
か
る
時
刻
か
ら
、
風

景
に
明
る
さ
と
色
彩
の
鮮
や
か
さ
が
少
し
ず
つ
戻
り
始
め
、
暮
ら

に
関
心
を
示
し
た
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、「
印
象
詩
」と
呼
ば
れ
る
作

品
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
〇
五（
明
治
三
八
）年
一

月
発
行
の『
明
星
』に
発
表
さ
れ
た「
朝
な
り
」で
あ
る
。
蒲
原
の
代

表
作
の
一
つ
で
、
近
代
詩
の
歴
史
の
な
か
で
も
著
名
な
詩
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
表
現
を
確
認
す
る
た
め
、
全
文
を
引
用
し

て
お
こ
う
。

　
　
　

朝
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

蒲
原
有
明

　
　

朝
な
り
、
や
が
て
濁にごり
川がわ

　
　

ぬ
る
く
に
ほ
ひ
て
、
夜よる
の
胞え
を

　
　

な
が
す
に
似
た
り
。
し
ら
壁
に
―
―

　
　

い
ち
ば
の
河か
岸し
の
並な
み
蔵ぐら
の
―
―

　
　

朝
な
り
、
湿し
め
る
川
の
靄
。

　
　

川
の
面も
す
で
に
融
け
て
、
し
ろ
く
、

　
　

た
ゆ
た
に
ゆ
ら
ぐ
壁
の
か
げ
、

　
　

あ
か
り
ぬ
暗
き
み
な
ぞ
こ
も
。

　
　

大
川
が
よ
ひ
さ
す
潮しお
の

　
　

ち
か
ら
さ
か
お
す
に
ご
り
み
づ
。

　
　

　
　

流
る
ゝ
よ
、
あ
ゝ
、
瓜
の
皮
、

　
　

核さな
子ご
、
塵
わ
ら
。
さ
か
み
づ
き

　
　

い
き
ふ
き
む
す
か
、
靄
は
ま
た

　
　

を
り
〳
〵
ふ
か
き
香か
を
と
ざ
し
、

　
　

消
江
て
は
青
く
朽
ち
ゆ
け
り
。

　
　

　
　

こ
は
泥ひぢ
ば
め
る
橋
ば
し
ら

　
　

水
ぎ
は
ほ
そ
り
、
こ
は
ふ
た
り
、
―
―

　
　

花
か
、
草
び
ら
―
―
歌うた
女ひめ
の

（13）
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掲
載
し
た
頃
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
蒲
原
が
克
己
の
滞
欧

作
を
見
た
時
期
に
近
い
。
克
己
の
滞
欧
作
は
、
同
年
九
月
か
ら

一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
第
七
回
白
馬
会
展
で
展
示
さ
れ
た
。
蒲
原

が
克
己
の
滞
欧
作
を
、
先
の
引
用
の
よ
う
に「
面
白
い
」と
感
じ
て

い
る
だ
け
に
、「
議
論
」の
な
か
に
印
象
派
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考

え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
克
己
は
、
友
人
で
あ
る
蒲
原
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
研
究
の

た
め
、
懇
意
の
東
京
美
術
学
校
教
授
・
岩
村
透
を
紹
介
し
て
い
る
。

蒲
原
は
岩
村
邸
に
日
参
し
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
に
関
す
る
文
献
を
調
査

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。克
己
と
蒲
原
ら
文
学
者
た
ち
の
議

論
は
、
印
象
派
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
に
お
け
る
い
く
つ

か
の
傾
向
に
お
よ
ん
で
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
彼
は
、「
印

象
的
描
写
」に
一
時
傾
倒
し
た
。
印
象
派
や
そ
れ
を
紹
介
す
る
克

己
か
ら
の
刺
激
が
、
彼
の
表
現
を
動
か
し
、「
朝
な
り
」に
結
び
つ

い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

蒲
原
は
そ
の
後
の
克
己
の
模
索
に
つ
い
て
も
、
身
近
な
と
こ
ろ

で
見
て
い
た
。
翌
一
九
〇
三（
明
治
三
六
）年
第
八
回
白
馬
会
展
の

出
品
作
に
つ
い
て
触
れ
た
発
言
が
残
っ
て
い
る
。
蒲
原
は
そ
こ
で
、

克
己
が「
朝
夕
身
辺
の
景
に
意
を
馳
す
る
氏
の
如
く
に
し
て
、
始

め
て
好
画
を
得
べ
き
な
り
」と
述
べ
、
彼
の「
創
意
研
鑚
の
態
度
」

を
語
っ
て
い
る
。
作
品
に
つ
い
て
は
、
簡
略
な
も
の
描
き
込
ん
だ

も
の
、「
粗
密
二
様
」
の
作
品
が
展
示
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も「
そ

の
両
つ
な
が
ら
技
巧
の
至
れ
る
に
驚
く
」と
い
う
。
そ
し
て
、
浮

つ
く
こ
と
な
く
真
面
目
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
た
。

　

三
宅
氏
は
こ
の
技
巧
を
出
す
に
誠
意
を
以
て
し
た
れ
ば
、
浮ふ

泛はん
奇き
聳しょう
に
流
れ
ず
し
て
克
く
摯し
実じつ
の
趣
を
得
た
り
。

『
雨
後
の
森
』『
角
筈
村
の
春
色
』な
ど
既
に
世
評
に
上
れ
る
ご

と
く
、
或
は
完
成
な
る
べ
し
。

（19）

（20）

し
の
慌
た
だ
し
さ
も
加
わ
っ
て
く
る
。
一
連
目
か
ら
読
み
進
め
る

う
ち
に
、
読
者
は
、
刻
々
と
情
景
が
移
り
変
わ
る
よ
う
す
を
感
じ

取
っ
て
い
く
。
夜
の
酒
場
か
ら
川
に
流
れ
た
ご
み
が
見
え
て
き
た

の
も
つ
か
の
ま
、
河
岸
に
建
ち
並
ぶ
土
蔵
の
壁
が
心
に
響
く
よ
う

に
白
く
輝
き
出
す
。

　

蒲
原
は
象
徴
派
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
の
作
品
も
、
発
表
さ

れ
て
以
降
象
徴
詩
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し

晩
年
の
一
九
四
七（
昭
和
二
二
）年
暮
れ
、
蒲
原
は
そ
の
解
釈
を
否

定
す
る
文
章
を
残
す
。文
学
研
究
者 

矢
野
峰
人
氏
の
質
問
に
対
し
、

「
こ
の
作
が
喧
伝
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
象
徴
詩
で
は
な
い
と
い
ふ

矢
野
氏
の
論
究
を
肯
定
し
て
お
い
た
。」
と
し
、
次
の
よ
う
に
も

述
べ
て
い
る
。

当
時
の
自
然
主
義
は
正
格
な
客
観
に
帰
納
し
た
も
の
で
は
な

く
、
多
分
に
絵
画
か
ら
刺
戟
を
受
け
た
印
象
派
的
の
も
の
で

あ
つ
た
。
そ
の
印
象
的
描
写
に
は
わ
た
く
し
も
一
時
傾
倒
し

た
。
そ
れ
が
自
然
に
あ
の
作
の
根
調
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ

ら
う
。（
中
略
）

印
象
派
風
と
い
へ
ば
、
地
味
で
は
あ
る
が
あ
の
作
で
は
色
彩

の
移
ろ
ひ
を
も
注
意
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　

蒲
原
は
こ
の
詩
を「
印
象
詩
」と
呼
び
た
い
と
い
っ
て
い
た
ら
し

い
。
だ
が
、
渡
欧
経
験
の
な
い
蒲
原
が
、「
絵
画
か
ら
刺
戟
」を
受

け
た「
印
象
的
描
写
」に
傾
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
ど

こ
に
あ
っ
た
の
か
。
時
期
的
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
印
象
派
の
影

響
を
受
け
て
帰
国
し
た
克
己
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　

蒲
原
と
克
己
は
親
し
く
交
友
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も

二
人
の
交
流
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
矢
野
峰
人
氏
は
、
蒲
原
が「
友

人
の
三
宅
克
己
を
相
手
に
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
画
に
就
い
て
大
に
議
論

を
闘
は
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
〇
二（
明
治
三
五
）

年
一
一
月
の『
明
星
』に
、
蒲
原
が
ロ
セ
ッ
テ
イ
の
作
品
解
説
を

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）
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る
。
蒲
原「
朝
な
り
」も
、
河
岸
に
建
ち
並
ぶ
土
蔵
の
壁
が
朝
日
で

白
く
輝
き
始
め
る
ま
で
を
表
し
て
お
り
、
明
ら
か
に「
朝
の
光
」が

意
識
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
蒲
原
の
作
を
光
の
表
現
や
印
象
派
的
な
要
素
だ
け
で

語
る
の
は
正
確
で
な
い
。
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
詩
の
研
究
か
ら
滲
み
出

る
、
バ
ラ
ッ
ド
の
よ
う
に
語
る
物
語
性
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
手
法
か
ら

学
ん
だ
押
韻
構
成
や
詩
形
の
味
わ
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

蒲
原
は
、
青
木
繁〈
海
の
幸
〉に
刺
激
さ
れ
た
詩
を
発
表
す
る
な
ど
、

明
治
末
に
象
徴
派
の
詩
人
と
し
て
歩
み
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し

そ
う
で
あ
っ
て
も
、「
朝
な
り
」は
風
景
を
題
材
と
し
た
情
景
詩
で

あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
風
景
の
印
象
表
現
は
、
克
己
と
蒲
原

の
間
で
、
画
家
と
詩
人
の
違
い
を
越
え
て
議
論
で
き
る
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

蒲
原
の「
朝
な
り
」に
関
し
て
も
う
一
つ
見
て
お
き
た
い
の
は
、

発
表
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。『
明
星
』に
掲
載
さ
れ
た
一
九
〇
五
年

一
月
は
、「
水
彩
画
論
争
」が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
印
象

派
の
受
容
は
論
争
の
隠
さ
れ
た
論
点
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
ち
ょ

う
ど
そ
の
と
き
、
蒲
原
は
、
克
己
ら
が
論
陣
を
張
る『
明
星
』で
こ

の
詩
を
発
表
し
た
。
今
日
で
は「
水
彩
画
論
争
」と
い
う
言
葉
が
全

面
に
出
て
見
え
に
く
い
の
だ
が
、
論
争
が『
美
術
新
報
』か
ら
文
芸

誌
の『
明
星
』に
舞
台
を
移
し
た
こ
と
で
、
画
家
た
ち
だ
け
で
な
く
、

文
学
者
も
関
心
を
寄
せ
る
話
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
蒲
原
の「
朝
な
り
」は
、
鹿
子
木
孟
郎
と
論
争
を
行
う
克
己

を
援
護
す
る
よ
う
に
し
て
発
表
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
克
己
に
つ
い
て
さ
ら
に
述
べ
て
お
く
な
ら
、〈
朝
の

河
〉を
描
い
た
前
後
の
時
期
、
彼
は
光
に
注
目
し
て
写
生
を
行
っ

て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
同
作
品
が
収
録
さ
れ
た『
水
彩
画
手

引
』
に
は
、〈
夏
の
朝
〉﹇
図
5
﹈と
い
う
朝
霧
の
光
を
表
し
た
作
品

が
あ
る
他
、
季
節
や
時
刻
の
異
な
る
印
象
的
な
光
の
情
景
が
何
点

も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
彼
は
日
本
の
風
景
に
光
を
求
め
、

試
み
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
だ
。

　

蒲
原
が
克
己
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
注
目
し

た
い
の
は
、
克
己
が
パ
リ
で
描
い
た
作
品
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を

日
本
風
景
で
試
み
る
よ
う
す
も
蒲
原
は
見
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

「
研
鑚
の
態
度
」ま
で
知
る
立
場
に
あ
っ
た
。
二
人
が
親
し
く
議
論

を
重
ね
て
い
た
の
な
ら
、
表
現
者
と
し
て
印
象
派
を
吸
収
す
る
苦

心
や
問
題
意
識
、
方
法
論
も
話
題
に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
克
己
が
発
信
し
蒲
原

が
影
響
を
受
け
る
と
い
う
一
方
向
の
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
刺

激
を
与
え
合
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
克
己
の
作
品
に
、

蒲
原
の
詩「
朝
な
り
」と
似
通
っ
た
題
材
の
作
品
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
克
己
の
著
書
『
水
彩
画
手
引
』
に
掲
載
さ
れ
た〈
朝
の
河
〉﹇
図

4
﹈で
あ
る
。

　
〈
朝
の
河
〉は
、
淡
い
影
の
よ
う
な
家
並
み
を
背
景
に
し
た
朝
の

川
舟
を
描
い
て
い
る
。
櫓
を
動
か
す
人
な
ど
舟
に
乗
る
人
が
、
逆

光
と
な
っ
て
活
気
あ
る
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
す
は
、

蒲
原「
朝
な
り
」の
後
段
、「
艫とも
に
竿さお
お
し
、
舵かぢ
と
り
て
、
／
舳へ
に

歌
を
曳
く
船ふな
を
と
こ
」を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
制
作
時
期
は
定
か

で
は
な
い
が
、
同
書
の
刊
行
は
一
九
〇
五
年
一
二
月
で
あ
る
。
克

己
が
同
年
初
頭
に「
朝
な
り
」を
読
み
刺
激
さ
れ
て
こ
れ
を
描
い
た

の
か
、
二
人
が
目
に
し
た
印
象
的
な
光
景
に
つ
い
て
情
報
交
換
を

す
る
な
か
で
、
互
い
に
川
の
情
景
を
表
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、

い
ろ
い
ろ
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
二
人
の
作
品
に
共
通
す
る
の
は
、
朝
の
光
で

あ
る
。
克
己
は〈
朝
の
河
〉の「
主
眼
」に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

此
の
絵
の
主
眼
と
為
す
処
の
も
の
は
、
果
し
て
如
何
な
る
点

に
存
す
る
か
と
云
は
む
に
、
遠
景
に
家
屋
あ
り
前
景
に
帆
船

あ
る
に
不
関
、
其
最
も
主
と
為
す
処
の
も
の
は
。ママ
即
ち
朝

の
光
。
即
ち
軟
き
朝
の
空
気
光
線
の
妙
趣
に
存
す
る
な
り
。

　　

克
己
は
、「
朝
の
光
」「
朝
の
空
気
光
線
」を「
主
眼
」に
挙
げ
て
い （21）

図 4　 三宅克己　朝の河 

（『水彩画手引』より）
図 5　 三宅克己　夏の朝 

（『水彩画手引』より）
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る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
空
気
と
か
調
子
と
か
を
出
す
こ
と
は
、

な
か
〳
〵
言
ふ
は
易
く
し
て
行
ひ
難
き
も
の
で
、
自
分
だ
け

そ
の
場
の
空
気
を
感
じ
、
調
子
を
感
じ
た
と
思
つ
て
も
、
此

方
の
頭
に
取
捨
選
択
の
念
慮
即
ち
小
主
観
と
も
言
ふ
べ
き
も

の
が
交
れ
ば
享
受
し
た
と
こ
ろ
の
印
象
を
完
全
に
現
は
す
と

い
ふ
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
だ
か
ら
芸
術
家
の
態
度
と
い
ふ

こ
と
が
非
常
に
む
づ
か
し
く
な
る
。
そ
し
て
か
ゝ
る
芸
術
家

の
態
度
は
、
自
然
主
義
の
上
で
も
言
は
れ
る
こ
と
で
、

印アンプ
レ
ス
シ
ヨ
ニ
ズ
ム

象
主
義
が
自
然
主
義
の
文
芸
に
入
つ
て
来
た
の
は
、
正
に

其
点
か
ら
だ
ら
う
と
思
ふ
。（「
文
学
に
於
け
る
印
象
派
」）

　

自
然
や「
挙
動
」か
ら
受
け
取
っ
た
瞬
間
的
な
感
覚
を
、
色
や
臭

い
や
光
を
含
め
て
取
捨
選
択
せ
ず
直
接
表
現
す
る
の
が
、
印
象
派

の
文
学
だ
と
い
う
。
作
家
が
意
味
づ
け
を
し
な
い
と
い
う
点
で
自

然
主
義
的
で
あ
り
、
自
然
主
義
に
印
象
主
義
が
接
続
さ
れ
た
こ
と

を
説
明
し
て
い
る
。
対
象
を
緻
密
に
観
察
し
描
写
す
る
自
然
主
義

に
対
し
、「
諸
官
能
」の
働
き
を
重
視
す
る
の
が
印
象
主
義
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
蒲
原
は
、「
文
学
に
於
け
る
印
象
派
」の
最
後
で
、
印

象
主
義
と
象
徴
主
義
の
違
い
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
自
然
と

人
を
同
一
に
扱
っ
て
印
象
的
描
写
を
す
る
と
、
大
自
然
の
な
か
に

人
物
が
含
ま
れ
て
い
く
が
、
そ
の
奥
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る

と
、
象
徴
的
、
神
秘
的
に
な
っ
て
い
く
と
す
る
。
彼
の
象
徴
主
義

は
印
象
主
義
と
接
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
地
続
き
だ
っ
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
述
べ
た
部
分
も
引
用
し
て
お
く
。

例
へ
ば
人
物
を
主
と
し
て
描
く
小
説
に
、
人
物
を
自
然
と
同

一
に
取
扱
つ
て
、
印
象
的
描
写
の
み
で
や
ら
う
と
す
れ
ば
、

人
物
が
如
何
に
も
小
く
な
る
。
小
く
は
な
る
が
、
人
物
も
大

自
然
其
物
の
中
に
引
く
る
め
て
仕
舞
つ
て
、
そ
し
て
そ
の
奥

（23）

蒲
原
有
明
、
田
山
花
袋
の
印
象
主
義
論

　

克
己
周
辺
の
文
学
者
の
こ
と
を
、
文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
と

の
関
わ
り
に
重
点
を
移
し
て
も
う
少
し
見
て
み
た
い
。
蒲
原
有
明

の
印
象
派
や
印
象
主
義
の
表
現
に
つ
い
て
の
発
言
は
、
こ
の
時
期

だ
け
で
な
く
、
一
九
〇
〇
年
代
の
後
半（
明
治
四
〇
年
代
前
半
）ま

で
続
い
て
い
く
。
蒲
原
は
、
一
九
〇
九（
明
治
四
二
）年
に
は
、「
印

象
主
義
の
傾
向
」（『
新
潮
』）、「
文
学
に
於
け
る
印
象
派
」（『
文
章
世

界
』）を
発
表
し
た
。
そ
こ
に
は
、
印
象
主
義
の
捉
え
方
や
そ
の
受

容
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
蒲
原
は
次
の
よ

う
に
い
う
。

　

単
に
有
る
物
を
ば
、
唯
だ
丁
寧
に
書
き
並
べ
る
と
云
ふ
リ

ア
リ
ス
チ
ツ
ク
な
描
写
法
は
、
写
実
主
義
の
起
つ
て
以
来
盛

ん
に
用
ひ
ら
れ
た
。
容
貌
と
か
著
物
と
か
云
ふ
も
の
で
も
、

鼻
が
高
い
の
、
眼
が
大
き
い
の
、
前
歯
が
出
て
ゐ
る
の
、
或

は
縞
だ
、
絣
だ
、
柄
が
ど
う
の
、
地
が
斯
う
の
と
、
緻
密
な

描
写
を
し
た
小
説
は
沢
山
出
た
。
印
象
主
義
の
描
写
は
、
其

様
な
も
の
で
は
な
い
。
色
と
か
、
臭におい
と
か
、
光
線
と
云
ふ
や

う
な
も
の
が
、
一
緒
に
な
つ
て
、
観
者
の
眼
に
映
る
、
其
の

感
じ
を
現
は
す
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

印
象
主
義
を
一
言
に
し
て
掩
へ
ば
、
挙
動
と
か
色
彩
の
変

化
と
か
、
さ
う
云
つ
た
一
体
の
場
の
ア
ト
モ
ス
ヒ
ー
ア
を
出

す
に
あ
る
。
外
部
の
印
象
と
共
に
作
者
の
情
緒
に
与
へ
ら
れ

た
る
精
神
的
感
動
を
出
さ
う
と
す
る
の
だ
。
之
が
其
狙
ひ
所

で
あ
る
。（「
印
象
主
義
の
傾
向
」）

　
　
　　

即
ち
印
象
派
の
芸
術
は
、
我
々
が
自
然
を
看
る
刹
那
に
起

つ
た
諸
官
能
の
働
き
を
同
時
的
に
直
接
芸
術
上
に
摂
取
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
自
然
に
対
し
て
も
瞬
間
的
で
、

我
々
が
自
然
に
対
す
る
と
同
時
に
感
覚
す
る
全
体
の
空
気
と

か
調トー
ン子
と
か
を
出
す
こ
と
が
主
要
な
行
き
方
に
な
る
の
で
あ

（22）
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田
山
の「
見
た
ま
ゝ
聴
い
た
ま
ゝ
触
れ
た
ま
ゝ
」描
こ
う
と
す
る

主
張
は
、
色
や
臭
い
や
光
を
含
め
て
取
捨
選
択
せ
ず
直
接
表
現
す

る
こ
と
を
印
象
主
義
と
し
た
蒲
原
の
考
え
方
と
近
い
。
田
山
は
そ

の
後
、
一
九
一
一（
明
治
四
四
）年
に
自
身
の
方
法
論
を「
描
写
論
」

に
ま
と
め
る
。
そ
こ
で
は
絵
画
に
お
け
る
印
象
派
を
例
と
し
て
挙

げ
て
い
る
。

　

新
古
典
主
義
な
ど
を
指
す
の
か
、「
昔
の
理
想
家
」は「
自
己
の
好

ん
だ
ま
ゝ
に
自
然
を
修
正
し
た
り
、
自
然
を
潤
色
し
た
り
し
た
」

の
に
対
し
、「
イ
ン
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ニ
ス
ト
」に
そ
う
し
た
と
こ
ろ
は

な
く
、「
現
象
の
再
現
を
無
条
件
で
試
み
よ
う
と
し
て
ゐ
る
」と
い

う
。
そ
の
た
め
印
象
派
は
、
ち
ょ
っ
と
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
捉

え
ら
れ
が
ち
だ
と
い
う
。

　

技
巧
が
見
え
る
ば
か
り
で
、
主
観
方
面
、
即
ち
作
者
の
内
部

の
方
面
は
、
丸
で
無
い
や
う
に
見
え
る
。
作
者
は
唯
、
自
然

の
複
写
を
造
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
色
彩
の
濃
淡
、
光

線
の
感
じ
な
ど
に
の
み
心
を
注
い
で
居
る
や
う
に
見
え
る
。

　　

印
象
派
の
画
家
た
ち
は
、「
色
彩
の
濃
淡
、
光
線
の
感
じ
」な
ど

自
然
を
そ
の
ま
ま
写
そ
う
と
し
、
観
る
者
は
そ
れ
を
表
す
技
巧
に

眼
が
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
田
山
は
い

う
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

画
家
た
ち
は
、「
出
来
る
だ
け
自
分
を
空むなし
う
し
よ
う
」と
す
る
こ

と
で
、
逆
に「
主
観
を
思
想
や
批
評
見
た
や
う
に
表
面
に
明
か
に

出
さ
ず
に
、唯
作
者
の
持
つ
て
ゐ
る
総
て
―
―
人
格
、技
巧
、修
養
、

趣
味
、
な
ど
を
具
体
的
に
顕
は
さ
う
」
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
印

象
派
の
作
品
か
ら
は
、「
作
者
の
主
観
全
部
が
具
象
的
に
な
つ
て
入

つ
て
来
る
」よ
う
に
感
じ
る
。

　

作
家
が
自
身
の
考
え
方
を
込
め
た
り
取
捨
選
択
し
た
り
す
る
こ

と
な
く
対
象
を
描
写
す
る
の
が
自
然
主
義
の
立
場
と
い
え
る
が
、

作
家
自
身
の
感
じ
方
を
表
す
点
で
も
そ
れ
は
同
じ
だ
と
い
う
の
で （26）

に
何
か
意
味
を
観
取
し
や
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
象
徴

的
、
神
秘
的
に
な
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

蒲
原
は
自
然
主
義
を
軸
に
置
き
な
が
ら
、
印
象
主
義
や
象
徴
主

義
を
考
え
、
自
身
の
作
品
の
方
向
を
模
索
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

克
己
周
辺
に
い
た
文
学
者
の
な
か
に
は
、
彼
の
よ
う
に
風
景
や
印

象
主
義
に
強
い
関
心
を
持
つ
者
が
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
小
説

家
の
田
山
花
袋
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

　

田
山
は
自
身
の
文
学
の
方
法
論
を
、
一
九
〇
八（
明
治
四
一
）年

に「
平
面
描
写
」と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
を
説
明
す
る
発
言
の
な
か
で

「
印
象
」に
触
れ
た
カ
所
が
あ
る
。
自
身
の
小
説『
生
』に
つ
い
て
述

べ
た
談
話「『
生
』に
於
け
る
試
み
」で
あ
る
。
彼
は
、「
説
明
」や「
解

剖
」、
あ
る
い
は
主
観
も
加
え
る
こ
と
な
く
、「
見
た
ま
ゝ
聴
い
た

ま
ゝ
触
れ
た
ま
ゝ
」に
描
こ
う
と
す
る
と「
印
象
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
」と
い
う
。

単
に
作
者
の
主
観
を
加
へ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
客
観
の
事
象

に
対
し
て
も
少
し
も
そ
の
内
部
に
立
ち
入
ら
ず
、
又
人
物
の

内
部
精
神
に
も
立
ち
入
ら
ず
、
た
ゞ
見
た
ま
ゝ
聴
い
た
ま
ゝ

触
れ
た
ま
ゝ
の
現
象
を
さ
な
が
ら
に
描
く
。
云
は
ゞ
平
面
的

描
写
、
そ
れ
が
主
眼
な
の
で
す
。
現
実
に
於
け
る
自
己
の
経

験
を
、
聊
か
の
主
観
を
加
へ
ず
又
内
部
的
説
明
若
く
は
解
剖

を
加
へ
ず
に
、
た
ゞ
見
た
ま
ゝ
聴
い
た
ま
ゝ
触
れ
た
ま
ゝ
に

描
く
、
さ
う
云
ふ
風
に
書
か
う
と
す
る
に
は
お
の
づ
か
ら
そ

れ
は
印イム
プ
レ
ツ
シ
ブ

象
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
随
て
私
の
試
み
た
描

写
の
仕
方
を
印
象
的
で
あ
る
と
も
云
へ
ま
せ
う
。
兎
に
角
、

私
の
主
眼
と
し
た
所
は
、
現
実
に
於
け
る
自
分
の
経
験
を
た

だ
平
面
的
に
描
く
、
そ
し
て
そ
の
平
面
的
に
描
か
れ
た
事
象

そ
の
も
の
だ
け
で
読
者
を
し
て
お
の
づ
か
ら
何
物
を
か
深
く

考
へ
さ
す
―
―
そ
う
云
ふ
風
の
作
が
し
て
見
た
い
。
た
ゞ
そ

れ
だ
け
で
す
。

（24）

（25）
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井
荷
風
も「
自
由
は
小
品
文
の
生
命
」で
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。

　

小
説
に
し
て
も
戯
曲
に
し
て
も
、
―
―
詩
は
猶
更
で
あ
る
が
、

―
―
皆
其
形
式
、
其
内
容
に
略
定
ま
ツ
た
約
束
が
あ
る
。
小

品
文
で
は
其
等
の
事
に
は
少
し
も
頓
着
せ
ず
、
唯
だ
刹
那
の

印
象
、
刹
那
の
感
情
を
自
由
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

何
処
ま
で
も
自
然
を
う
た
ひ
、
人
生
を
描
写
す
る
と
云
ふ
文

学
的
作
品
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。　　
　
　
　
　
　
　
　

見
た
ま
ゝ
感
じ
た
ま
ゝ
を
率
直
に
表
現
し
な
く
て
は
不い
可か
な

い
。

　　

自
然
を
題
材
と
し
た「
印
象
」の
捉
え
方
な
ど
蒲
原
有
明
と
似
た

主
張
を
し
て
お
り
、「
見
た
ま
ゝ
感
じ
た
ま
ゝ
」と
い
う
部
分
は
、

田
山
花
袋
の
言
葉
に
近
い
こ
と
も
分
か
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る

小
品
文
の
成
立
に
は
印
象
主
義
の
理
解
が
不
可
分
の
要
素
と
し
て

関
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
小
品
文
に
関
す
る
考
え
方
は
、
一
九
〇
〇
年
代
に
克
己

が
著
書
で
発
表
し
た
写
生
作
品
と
似
通
っ
た
性
質
が
あ
る
。
こ
の

頃
は
水
彩
画
の
隆
盛
期
で
あ
り
、
克
己
は『
水
彩
画
手
引
』

（
一
九
〇
五
年
）、『
旅
行
と
ス
ケ
ッ
チ
』（
一
九
〇
六
年
）、『
水
彩
画

指
南
』（
一
九
〇
七
年
）と
い
っ
た
著
書
を
続
け
て
刊
行
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
彼
の
写
生（
ス
ケ
ッ
チ
）に
つ
い
て
の
考
え
方
も
記
さ

れ
て
お
り
、蒲
原
が
述
べ
た
「
刹
那
の
印
象
」、「
主
観
の
露
出
」、「
独

立
す
べ
き
価
値
」な
ど
と
関
わ
る
点
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、「
刹
那
の
印
象
」を
表
現
し
よ
う
と
し
た
点
に
つ
い
て
。

風
景
の
移
り
ゆ
く
光
景
を
素
早
く
捉
え
る
姿
勢
は
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
文
章
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

山
中
の
景
色
は
平
原
の
風
景
と
違
ふ
て
光
線
の
激
変
す
る
に

（30）

（31）

あ
る
。
田
山
は
、
そ
の
表
現
の
た
め
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
は「
出

来
る
だ
け
自
分
を
空
う
し
よ
う
」と
し
た
と
す
る
解
釈
を
示
す
。

田
山
に
と
っ
て「
主
観
」を
加
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
覚
的
、

意
図
的
に
内
面
表
現
は
行
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
感
覚
の

表
れ
も
自
然
に
掬
い
と
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お

い
て
自
然
主
義
、「
平
面
描
写
」の
考
え
方
と
印
象
主
義
は
接
続
さ

れ
て
い
く
。
蒲
原
も
そ
う
だ
っ
た
が
田
山
も
、
自
然
主
義
と
印
象

主
義
を
つ
な
げ
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

小
品
文
と
克
己
の
写
生

　

克
己
の
一
九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
表
現
の
模
索
は
、
彼
の
周
辺

に
い
た
文
学
者
と
と
も
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
具
体
的

に
考
え
る
う
え
で
参
考
と
な
る
の
が
、
小
品
文
に
関
す
る
議
論
で

あ
る
。
克
己
が
模
索
し
た
水
彩
画
の
あ
り
方
と
重
な
る
点
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　

蒲
原
有
明
は
、
一
九
〇
九（
明
治
四
二
）年
の「
自
由
な
る
形
式

と
主
観
の
流
露
」の
な
か
で
、
当
時
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
小
品
文

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た「
印
象
主
義
の
傾
向
」、

「
文
学
に
於
け
る
印
象
派
」と
同
じ
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
考

え
方
は
繋
が
っ
て
い
る
。

　

蒲
原
は
小
品
文
に
つ
い
て
、「
独
立
す
べ
き
価
値
」
が
あ
り
、「
聊

か
も
形
式
の
束
縛
を
感
じ
な
い
。
全
く
自
由
に
筆
を
取
る
こ
と
が

出
来
る
」
と
い
う
。
ま
た
、「
小
説
で
は
主
観
を
抑
へ
る
と
い
ふ
傾

向
も
あ
る
が
、
小
品
文
で
は
主
観
の
露
出
は
少
し
も
妨
げ
な
い
」。

「
刹
那
の
印
象
」を
重
ん
じ
る
。
表
現
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

は
、「
底
に
は
常
に
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
潜
ん
で
」い
る
こ
と
や
、「
物

を
正
確
に
見
て
、
そ
れ
を
鋭
く
感
じ
、
そ
し
て
そ
れ
を
無
駄
な
し

に
書
く
」こ
と
、「
自
我
独
特
の
感
じ
」を
あ
り
の
ま
ま
に
い
い
表
す

こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
の
頃
、「
小
品
文
」は
盛
ん
に
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
小
品
文
に

つ
い
て
発
言
し
た
の
は
蒲
原
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
小
説
家
の
永

（27）

（28）

（29）
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〈
山
村
〉で
描
い
た
家
は
、
克
己
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
趣
が
あ
る

よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
見
た
ま
ゝ
」に
描
い
た
こ
と

を
正
直
に
伝
え
て
い
る
。

　
「
小
品
文
で
は
主
観
の
露
出
は
少
し
も
妨
げ
な
い
」と
い
う
点
、

「
底
に
は
常
に
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
潜
ん
で
」い
る
と
い
う
点
に
つ
い

て
も
見
て
お
こ
う
。〈
郊
外
の
雪
〉﹇
図
7
﹈の
解
説
で
あ
る
。

雪
が
降
り
寒
い
風
が
吹
く
。
然
し
郊
外
の
風
景
は
次
第
に
美

し
く
な
つ
て
来
ま
す
。
茲
に
至
つ
て
寒
い
の
も
敢
て
厭
は
ず

雪
見
と
出
懸
け
る
。
平
常
眼
に
慣
れ
た
風
景
も
雪
の
為
特
別

に
佳
く
見
へ
ま
す
。
偖さ
て
か
う
な
る
と
写
生
為
ず
に
は
居
ら

れ
ま
せ
ん
。
若
し
其
時
夕
暮
の
空
が
美
し
か
つ
た
り
、
朝
日

が
雲
間
か
ら
照
り
輝
い
て
居
る
場
合
で
あ
つ
た
と
し
た
な
れ

ば
既も
う
堪
ま
ら
無
い
。
半
分
は
狂
気
の
沙
汰
と
な
り
ま
す
。

寒
の
も
少
し
も
身
に
感
ぜ
ず
冷
め
た
い
風
に
手
の
凍
へ
る
の

に
も
気
付
か
無
い
。
他
人
の
眼
か
ら
見
れ
ば
恰
か
も
眞
の
狂

人
と
よ
り
外
に
は
見
へ
ぬ
で
せ
う
。
処
が
我
々
に
は
こ
の
狂

乱
こ
そ
難
有
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

雪
景
色
を
、
他
人
か
ら
は「
狂
気
の
沙
汰
」と
思
わ
れ
か
ね
な
い

ほ
ど
、
夢
中
に
な
っ
て
描
い
た
よ
う
で
あ
る
。
写
生
時
に
彼
の
強

い
感
情
の
動
き
、「
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
」が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
後
に
記
さ
れ
た
絵
具
の
使
い
方
を
知
る
と
、
彼
の
感
情
の

表
れ
を
よ
り
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
〈
郊
外
の
雪
〉で
使
っ
た
絵
具
は
、
イ
ン
デ
ィ
ゴ（
藍
）の
よ
う
な

寒
色
だ
け
で
は
な
い
。
バ
ー
ミ
リ
オ
ン
や
ラ
イ
ト
レ
ッ
ド
の
よ
う

な「
熱
色
」（
暖
色
）を
積
極
的
に
使
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
克
己
は
、

「
寒
い
雪
景
色
で
寒
色
を
多
く
用
ゐ
さ
う
な
訳
な
れ
ど
、
却
つ
て

熱
色
を
多
く
要
す
る
の
で
あ
り
ま
す
」と
述
べ
て
い
る
。
最
初
は

ガ
ン
ボ
ー
ヂ（
藤
黄
）と
バ
ー
ミ
リ
オ
ン
を
混
ぜ
た
色
で
空
を
塗

り
、
バ
ー
ミ
リ
オ
ン
を
調
整
し
て
夕
陽
の
変
化
を
表
す
。
雪
の
影

（34）

は
驚
く
斗ばか
り
で
あ
り
ま
す
。
結
局
夫
等
は
雲
の
変
化
か
ら
来

る
結
果
で
あ
る
が
、
画
者
は
最
初
に
能
く
其
色
調
を
記
憶
為

て
置
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
唯
無
意
識
に
写
生
を
始
め
て
、

其
変
化
の
あ
る
毎
に
一
々
色
彩
を
換
ゆ
る
様
で
は
到
底
そ
の

写
生
画
を
完
全
に
仕
上
る
訳
に
行
き
ま
せ
ぬ
。
自
分
が
此
図

を
写
し
つ
ゝ
あ
つ
た
時
。
急
に
雲
間
か
ら
日
光
が
差
し
て
、

高
い
樹
木
が
非
常
に
明
る
く
な
つ
た
と
同
時
に
、
遠
景
の
山

が
反
対
に
真
黒
に
な
つ
て
仕
舞
ひ
ま
し
た
。
一
時
は
当
惑
為

た
が
又
元
の
光
線
に
帰
る
の
を
待
つ
て
写
生
を
続
け
ま
し

た
。

　

山
に
入
っ
て
風
景
を
描
く
と
、
雲
の
動
き
に
よ
っ
て
、
木
々
や

遠
景
の
山
の
明
る
さ
光
の
当
た
り
具
合
が
刻
々
と
変
化
し
て
い

く
。
心
惹
か
れ
た
光
景
を
ゆ
っ
く
り
写
生
す
る
時
間
が
保
障
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
彼
は
写
生
の
苦
心
を
語
っ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
蒲
原
が
い
う「
刹
那
の
印
象
」の
表
現
を
具
体

的
に
述
べ
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
文
章
は
、

挿
図
と
し
て
掲
げ
た〈
山
村
〉﹇
図
6
﹈を
描
い
た
と
き
の
経
験
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
石
版
印
刷
に
よ
る
八
点
の
カ
ラ
ー

図
版
が
収
録
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
克
己
の
解
説
が
施
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、「
刹
那
の
印
象
」を
表
し
た

と
き
の
体
験
談
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
取
捨
選
択
」せ
ず
、「
見
た
ま
ゝ
聴
い
た
ま
ゝ
触
れ
た
ま
ゝ
」を

表
そ
う
と
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
同
じ〈
山
村
〉の
解
説
の
な
か

の
次
の
文
章
が
参
考
に
な
る
。

此
所
に
画かい
て
あ
る
家
屋
は
、
余
り
難あり
有がた
い
形
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
若
し
こ
れ
が
古
き
茅
葺
の
農
家
で
ゝ
も
あ
れ
ば
、
数
段

こ
の
絵
の
趣
味
を
増
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
思
ふ
様
な
誂
向

の
家
屋
で
無
か
つ
た
の
は
、
此
上
も
な
き
遺
憾
な
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。　

（32）

（33）

図 6　 三宅克己　山村 

（『水彩画指南』より）
図 7　 三宅克己　郊外の雪 

（『水彩画指南』より）
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し
た
と
き
、
永
井
の
い
う
意
味
で「
ス
ケ
ッ
チ
」が
文
学
者
の
関
心

に
あ
っ
た
。
島
崎
は
雲
の
よ
う
す
な
ど
を
文
章
で
描
写
し
、
克
己

と
刺
激
を
与
え
合
い
、
や
が
て
そ
の
試
み
が
、
小
品
文
を
集
め
た

『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』な
ど
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
永
井
の
い
う
、

絵
画
の「
ス
ケ
ッ
チ
」が
文
壇
に
入
り「
稍
独
立
し
た
地
歩
を
占
む

る
」と
述
べ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
、
写
生
を
め
ぐ
る
文
学
と
絵

画
の
関
係
を
述
べ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
印
象
主
義
の
表

現
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
克
己
と
蒲
原
に
見
ら
れ
る
交
流
が

関
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

二
　
克
己
が
見
た
水
彩
画
―
印
象
派
を
試
み
る
ま
で

　

本
稿
で
は
、
克
己
と
文
学
者
た
ち
の
印
象
派
、
印
象
主
義
を
め

ぐ
る
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
克
己
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
自

伝
『
思
ひ
出
つ
る
ま
ゝ
』
に
は
、第
二
回
渡
欧
時
の
パ
リ
で
、リ
ュ

ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
ピ
サ
ロ
や
シ
ス
レ
ー

の
風
景
画
に「
烈
し
く
動
か
さ
れ
」、「
頻
に
水
彩
画
で
印
象
派
風
の

作
画
を
試
み
た
」こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
の

説
明
で
あ
れ
ば
、
唐
突
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
初
期
の
渡
欧
が
、
彼

の
な
か
で
水
彩
画
の
方
向
を
探
る
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
第
一

回
、
第
二
回
の
渡
欧
は
、
問
題
意
識
と
し
て
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
が
、
著
書『
水
彩
画
の
描

き
方
』に
収
め
ら
れ
た「
外
国
に
て
観
た
水
彩
画
」で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
彼
の
第
一
回
渡
米
・
渡
欧
時
に
観
た
水
彩
画
や
関
心
を
引

い
た
作
品
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
八
九
八（
明
治
三
一
）年
に
訪
れ

た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
か
ら
始
ま
り
、
ロ

ン
ド
ン
の
サ
ウ
ス
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
美
術
館（
現
在
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ

（37）

は
、
イ
ン
デ
ィ
ゴ
に
少
量
の
バ
ー
ン
ト
シ
ェ
ン
ナ（
く
す
ん
だ
黄

味
の
赤
）を
加
え
、手
前
の
木
は
、ラ
イ
ト
レ
ッ
ド
、セ
ピ
ア
、バ
ー

ン
ト
シ
ェ
ン
ナ
を
調
整
し
て
描
い
た
と
い
う
。
出
版
社
の
希
望

で
、
水
彩
画
愛
好
者
の「
手
引
」と
な
る
よ
う
に
書
い
た
技
法
的
記

述
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
、
彼
が
惹
か
れ
た
の
が
夕
暮
れ
時

の
情
景
で
あ
り
、
寒
色
を
多
用
す
る
一
般
的
な
雪
景
色
の
描
き
方

で
な
く
、
自
身
の
感
じ
方
を
素
直
に
表
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
は
、
蒲
原
の
い
う「
自
我
独
特
の
感
じ
」と
重
な
る
要
素
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

　

小
品
文
と
克
己
の
写
生
作
品
を
重
ね
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
と

き
、
重
要
な
の
は
、
蒲
原
が
小
品
文
は「
独
立
す
べ
き
価
値
」を
持

つ
と
し
た
点
で
あ
る
と
思
う
。
形
式
に
束
縛
さ
れ
ず
自
由
に
筆
を

と
る
こ
と
で
、
そ
の「
価
値
」が
表
れ
、「
主
観
の
露
出
」や「
刹
那
の

印
象
」が
表
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
水
彩
画
の
写
生
に
置
き
換
え

る
と
ど
う
な
る
か
。
野
外
で
描
く
水
彩
画
は
、
サ
イ
ズ
と
し
て
は

小
さ
く
、
油
彩
の
大
作
と
比
べ
れ
ば「
小
品
」と
な
る
。
さ
ら
に
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
作
家
が
大
作
を
描
く
よ
う
に
、
時
間
を
か
け
て

構
想
を
練
る
過
程
も
な
く
、
画
家
が
目
に
し
た
光
景
、「
刹
那
の
印

象
」を
、
そ
の
人
の
感
性
に
従
っ
て
自
由
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
そ
の
こ
と
で
油
彩
画
準
備
の
習
作
な
ど
と
違
っ
て
、
一
枚
の

作
品
と
し
て
完
結
し
た
性
質
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

　

ち
な
み
に
永
井
荷
風
は
、
先
に
触
れ
た
文
章
の
後
で
、
小
品
文

と
絵
画
に
お
け
る
ス
ケ
ッ
チ
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い

る
。
小
品
文
を「
英
語
で
云
ふ
と
こ
ろ
の
ス
ケ
ッ
チ
と
思
へ
ば
間

違
は
な
い
」、絵
画
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、「
ま
と
ま
ツ
た
創
作
を
す
る
為

め
の
準
備
、
筆
な
ら
し
に
す
る
も
の
で
、
独
立
し
た
性
質
の
も
の

てママ
は
な
い
」が
、「
文
壇
に
入
る
に
及
ん
で
、
写
生
文
と
か
小
品
文

と
か
云
ふ
稍
独
立
し
た
地
歩
を
占
む
る
に
至
ツ
た
」
と
述
べ
、
小

品
文
の
成
立
に
、
絵
画
に
お
け
る
ス
ケ
ッ
チ
・
写
生
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

確
か
に
克
己
が
、
小
諸
で
島
崎
藤
村
と
写
生
を
め
ぐ
る
交
流
を

（35）

（36）
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た
自
然
へ
の
探
求
や
ロ
マ
ン
主
義
的
な
感
性
が
あ
っ
た
か
ら
な
の

だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
克
己
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
美
術
館
で
イ
ギ
リ
ス
水
彩
画
の

歴
史
を
知
る
。
サ
ウ
ス
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
美
術
館
で
は
、「
水
彩
画
党

の
吾
々
に
は
、
宝
の
山
に
這
入
つ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
」と
い
う

「
水
彩
画
陳
列
室
」が
あ
り
、
水
彩
画
を
学
ぶ
う
え
で
役
立
つ
こ
と

を
実
感
し
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

自
分
は
倫
敦
に
来
て
、
愈
々
美
術
館
の
必
要
と
、
そ
の
有
難

さ
と
を
感
じ
た
。
絵
を
研
究
す
る
学
生
に
取
り
て
は
、
学
校

や
研
究
所
は
、
旅
行
の
時
の
、
汽
車
や
馬
車
や
船
の
や
う
な

も
の
で
あ
る
。
某
地
点
か
ら
、
他
の
地
点
迄
運
む
で
呉
れ
る

周
旋
の
労
は
執
る
が
、
そ
の
施
行
の
目
的
を
達
し
せ
し
め
る

責
任
は
持
つ
て
居
ら
ぬ
。

　

旅
行
を
為
る
に
は
、
奈
何
し
て
も
各
自
地
図
に
よ
つ
て
、

目
的
地
に
達
す
る
順
路
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
絵
画
研
究
生

に
於
け
る
美
術
館
は
、
恰
も
旅
行
者
の
地
図
、
羅
針
盤
で
あ

る
。
吾
々
は
如
何
な
る
新
説
を
聞
い
て
も
、
亦
如
何
な
る
変

つ
た
画
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
さ
う
驚
く
こ
と
も
な
く
、
又
狼

狽
す
る
必
要
も
無
い
。
美
術
館
に
は
古
来
幾
多
の
大
家
が
無

言
の
裡
に
無
限
の
説
教
を
為
て
ゐ
る
。

　　

同
館
で
は
当
時
、
一
八
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
水
彩
画
史
を
三

期
に
分
け
て
展
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
第
一
期
」の
作
品
に

つ
い
て
克
己
は
、「
セ
ピ
ア
色
の
み
が
眼
に
付
く
」と
い
う
。
こ
の

時
期
の
作
家
と
し
て
は
、
ポ
ー
ル
・
サ
ン
ド
ビ
ー（Paul Sandby

）、

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ニ
コ
ル
ソ
ン（Francis N

icholson

）、ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ベ
イ
ン
ズ（Jam

es Baynes

）、ト
マ
ス
・
ガ
ー
テ
ィ
ン（Thom

as 

G
irtin

）の
名
を
あ
げ
て
い
る
。

　
「
第
二
期
」の
展
示
室
に
入
る
と
色
彩
が
明
る
く
な
り
、「
見
る
べ

き
作
品
も
多
い
や
う
だ
」と
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
水
彩
画
史
を
代

（39）

ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
）、ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、

テ
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
そ
し
て
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
展
な
ど

で
実
見
し
た
作
品
で
あ
る
。
同
書
の
刊
行
は
一
九
一
七（
大
正
六
）

年
だ
が
、「
そ
の
都
度
感
じ
た
画
に
就
い
て
、
印
し
て
置
い
た
手
控

帳
の
う
ち
か
ら
、
有
益
と
思
ふ
も
の
を
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
こ

と
ゝ
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
見
学
メ
モ
を
も
と
に
執
筆

し
た
よ
う
だ
。

　

彼
は
滞
在
中
、
模
写
に
よ
る
技
法
の
修
得
に
留
ま
ら
ず
、
西
洋

に
お
け
る
水
彩
画
の
歴
史
を
把
握
し
、
自
身
の
進
路
を
見
出
そ
う

と
し
て
い
た
。
克
己
が
記
し
た
文
章
か
ら
、
そ
の
問
題
意
識
や
第

二
回
渡
欧
時
の
印
象
派
へ
の
関
心
に
つ
な
が
る
要
素
も
見
つ
け
ら

れ
る
の
で
、
い
く
か
ら
観
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
見
た
作
品
に
つ
い
て
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ

ン
美
術
館
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
ジ
ャ
ン
＝
ル
イ
＝
エ
ル
ネ
ス

ト
・
メ
ソ
ニ
エ（Jean Louis Ernest M

eissonier
）と
オ
ラ
ン
ダ
の
ヤ

コ
ブ
・
マ
リ
ス（Jacob M

aris

）の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
メ

ソ
ニ
エ
は
、
緻
密
な
描
法
で
描
か
れ
て
お
り
最
初
は
水
彩
画
と
は

思
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
マ
リ
ス
は
、
ス
ケ
ッ
チ
風
で
水
彩
絵

具
を
無
造
作
に
流
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
相
反
す
る
二
枚
を

見
て
、「
水
彩
画
の
取
る
べ
き
方
針
」で
迷
い
が
生
じ
た
と
記
す
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
五
番
街
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
街
も
訪
ね
、
ピ
サ

ロ
や
モ
ネ
な
ど
印
象
派
の
油
彩
画
、
モ
ネ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
印

象
主
義
の
先
駆
者
ヨ
ハ
ン
・
バ
ル
ト
ル
ト
・
ヨ
ン
キ
ン
ト（Johan 

Barthold Jongkind

）の
作
品
も
見
て
い
る
。

　

た
だ
し
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、「
英
国
に
渡
ら
な
け
れ
ば
、
充
分

水
彩
画
を
見
る
こ
と
が
出
来
ぬ
も
の
と
諦
め
て
、
唯
英
国
に
渡
る

機
会
を
待
つ
て
居
た
」と
い
う
。
ロ
ン
ド
ン
到
着
後
は
、
予
想
以

上
に
水
彩
画
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
驚
き
、
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の

「
水
彩
写
生
画
」を
サ
ウ
ス
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
美
術
館
で
見
た
と
き

は
、「
殆
ど
狂
喜
の
極
」だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
の
コ
ン
ス
タ
ブ

ル
へ
の
反
応
は
、
彼
の
な
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
結
び
つ
い

（38）

図 8　 ジョージ・マークス　 

三宅克己による略画　 

（『水彩画の描き方』より）

図 9　 Ｔ・ハイド　　 

三宅克己による略画 

（『水彩画の描き方』より）
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般
的
で
あ
り
、
マ
ー
ク
ス
の
絵
を
見
て「
寧
ろ
不
思
議
に
思
つ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
濃
厚
な
色
彩
の
写
実
表
現
は
、
第
一
回
渡
欧
か

ら
帰
国
し
た
克
己
が
目
指
す
一
つ
の
方
向
だ
っ
た
が
、
触
発
さ
れ

た
よ
う
す
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

Ｔ
・
ハ
イ
ド（T. H

oyd

）と
い
う
画
家
に
よ
る
河
畔
の
景﹇
図
9
﹈

は
、「
非
常
に
感
服
し
た
画
で
あ
つ
た
」と
い
う
。
近
く
で
見
る
と
、

遠
景
の
森
は「
絵
具
の
混
つ
た
一
つ
の
塊
」に
過
ぎ
ず
、
前
景
の
草

も
ほ
と
ん
ど
描
か
ず
緑
色
を
塗
り
つ
け
て
あ
る
よ
う
に
思
え
る

が
、
離
れ
て
見
る
と
遠
近
が
顕
れ
、「
精
密
に
描
い
て
あ
る
様
に
見

え
る
」。
画
面
の
中
央
左
に
立
つ
樹
木
も
、
陰
影
は
な
く
筆
づ
か

い
は
無
造
作
だ
。
し
か
し
離
れ
る
と
そ
う
で
は
な
く
、
描
法
は
窺

い
知
れ
な
い
と
た
め
息
を
つ
く
。

　

同
じ
よ
う
な
感
想
は
他
に
も
あ
る
。
フ
ァ
ン
ク
・
ウ
ォ
ル
ト
ン

（Fank W
alton

）の
海
岸
風
景﹇
図
10
﹈で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
遠

く
離
れ
る
と
岩
と
遠
景
の
山
の
距
離
の
付
い
て
居
る
こ
と
夥
お
び
た
だ
し

く
、

奈
何
す
れ
ば
こ
ん
な
に
離
れ
て
見
ゆ
る
か
と
思
は
れ
る
位
。
併
し

近
く
に
寄
る
と
何
ん
で
も
無
く
絵
具
が
唯
塗
つ
て
あ
る
に
過
ぎ

ぬ
」。
用
い
た
色
の
彩
度
の
違
い
、
確
か
な
デ
ッ
サ
ン
力
に
基
づ

く
形
態
の
整
理
や
強
弱
が
、
簡
潔
な
描
写
に
も
拘
わ
ら
ず
克
己
に

遠
近
を
感
じ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
展
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
傾
向
を
さ
ら

に
進
め
た
水
彩
画
に
出
会
う
。
Ｃ
・
Ｔ
・
ダ
ビ
ッ
ド
ソ
ン（C

.

T.D
avidson

）の
海
景
で
あ
る﹇
図
11
﹈。
克
己
は
、「
こ
の
人
の
画
は

筆
が
極
め
て
幼
稚
で
未
だ
稽
古
を
為
な
い
人
が
漸
く
描
い
た
の
か

と
思
は
れ
る
や
ら
な
筆
使
で
あ
る
」と
い
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う

に
思
っ
た
と
い
う
。

然
し
そ
れ
が
少
し
遠
く
離
れ
る
と
全
く
生
き
て
来
て
少
し
も

可
笑
し
く
無
い
ば
か
り
で
無
く
、
全
体
の
色
調
が
統
一
し
て

如
何
に
も
広
々
と
し
た
海
に
見
え
又
船
な
ど
が
古
い
木
造
の

漁
船
に
見
え
る
。
こ
れ
を
見
て
も
筆
者
の
達
者
と
か
器
用
と

表
す
る
ジ
ョ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ブ
ル（John C

onstable

）、ジ
ョ
ン
・

ヴ
ァ
ー
リ
ー（John Varley

）、ジ
ョ
ン
・
セ
ル
・
コ
ッ
ト
マ
ン（John 

Sell C
otm

an

）、デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
ッ
ク
ス（D

avid C
ox

）な
ど
の

名
を
記
し
て
い
る
。
克
己
は
こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
展
示
作
を
三
、四

点
模
写
し
た
。

　
「
第
三
期
」は
、
色
彩
が「
著
く
明
る
く
」な
っ
た「
近
代
の
絵
」で
、

「
欧
州
大
陸
の
風
な
ど
の
感
化
も
受
け
て
、
寧
ろ
新
し
い
研
究
中

に
属
す
る
様
な
画
が
多
い
」と
す
る
。
克
己
が
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
、

ア
ト
リ
エ
を
訪
れ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
イ
ー
ス
ト（Arfled East

）

に
よ
る
琵
琶
湖
畔
の
風
景
画
が
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
展
示
さ
れ
て
い

た
。

　
「
水
彩
画
陳
列
室
」で
は
、「
年
代
を
追
ふ
て
進
歩
為
し
来
つ
た
そ

の
経
路
を
認
め
て
、
自
分
等
も
そ
の
道
筋
を
歩
む
こ
と
が
出
来
る
」

の
で
、「
確
信
を
抱
て
進
み
得
る
」と
も
い
う
。
克
己
が
サ
ウ
ス
ケ

ン
ジ
ン
ト
ン
美
術
館
で
見
た
の
は
、
踏
ま
え
る
べ
き
水
彩
画
の
歴

史
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
己
の
制
作
の
方
向
を
考
え
る
う
え
で
土

台
と
す
べ
き
も
の
を
見
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

克
己
は
こ
の
後
、
同
時
代
の
水
彩
画
家
の
作
品
に
筆
を
進
め
て

い
く
。
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
展
出
品
作
や
、
同
展
の
優
品
を
収

集
し
た
テ
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
あ
る
。

全
て
で
は
な
い
が
、
自
身
で
描
い
た
略
画
を
添
え
て
、
計
二
三
人

の
作
品
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
取
り
上
げ
た
作
品
は
ロ

イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
展
の
水
彩
画
が
多
い
。
い
ず
れ
も
一
八
九
八

年
夏
の
同
展
出
品
作
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
、彼
の
関

心
が
分
か
る
作
品
見
て
み
よ
う
。

　

最
初
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
ク
ス（G

erge 

M
arks

）の
風
景
画﹇
図
8
﹈で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
自
然
を
緻
密
な

写
実
で
描
い
た
作
家
だ
が
、
克
己
は
、「
精
巧
を
極
め
て
」お
り「
水

彩
画
と
思
へ
ぬ
程
立
派
な
も
の
」で
、「
色
彩
の
調
子
は
紙
の
上
に

塗
つ
て
あ
る
絵
具
と
は
思
へ
ぬ
程
深
い
色
を
顕
し
て
ゐ
た
」と
述

べ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
で
は
淡
彩
に
よ
う
に
描
く
水
彩
画
が
一

（40）

図10　 ファンク・ウォルトン　 

三宅克己による略画 

（『水彩画の描き方』より）

図11　 Ｃ・Ｔ・ダビッドソン　 

三宅克己による略画 

（『水彩画の描き方』より）
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見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は「
自
然
に
尊
敬
心
の
出
る
様
な

絵
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
パ
リ
の
展
覧
会
で
も
水
彩
画
を
見
て
い
る
。
イ
ギ
リ

ス
の
水
彩
画
に
触
れ
た
後
で
見
る
と
画
風
の
違
い
に
迷
う
と
述
べ

て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
展
と
同
じ
一
八
九
八

年
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ア
レ
ッ
ク
ス
・
マ
ル
セ
ッ
ト（A

lex M
arcett

）の
ヨ
ッ
ト
の
図﹇
図

13
﹈に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
面
白
い
。「
絵
具
を
大
体
に
唯
塗
つ
た

や
う
な
画
風
」で
、
ヨ
ッ
ト
の
帆
は
、「
紙
を
そ
の
形
に
剥
取
つ
て

あ
る
の
み
」と
見
え
、
海
綿
等
で
洗
っ
て
表
し
た
部
分
も
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、「
影
の
暗
い
部
分
に
は
濃
い
コ
バ
ル
ト
や
、

グ
リ
ー
ン
な
ど
が
生
の
ま
ゝ
塗
付
け
て
あ
つ
た
」と
い
う
。
彼
は
、

チ
ュ
ー
ブ
か
ら
出
し
た
絵
具
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
よ
う
な
大
胆
な

色
彩
表
現
に
も
眼
を
と
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
克
己
の「
外
国
に
て
観
た
水
彩
画
」を
読
ん
で
い
く

と
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
表
現
に
触
発
さ
れ
、
そ
の
後
の
探
求
と
つ

な
げ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
で
き
る
。
た
と
え
ば
帰
国
後
の
小
諸

で
、
雲
の
表
現
を
研
究
し
た
の
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
展
出

品
作
か
ら
の
刺
激
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
。
彼
は
、「
倫
敦
に
来

て
第
一
に
感
服
す
る
の
は
何
の
画
も
皆
空
で
あ
る
」と
述
べ
、
何

人
か
の
作
家
が
表
し
た
雲
の
表
現
に
注
目
し
て
い
る
。

　

重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
雲
の
表
現
を
含
め
、
刻
々
と
変
化
す

る
自
然
の
光
景
を
素
早
く
捉
え
た
水
彩
画
の
実
例
と
出
会
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
克
己
は
渡
欧
前
か
ら
、
野
外
で
写
生
を
続
け
て
き
た

が
、
こ
の
と
き
、
野
外
写
生
の
新
た
な
表
現
の
あ
り
方
を
知
っ
た

こ
と
に
な
る
。
移
り
変
わ
る
自
然
の
光
景
を
素
早
く
表
す
た
め
に

は
、
形
の
描
写
が
崩
れ
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
。
風
景
に
対
す
る
画

家
の
印
象
が
相
応
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
鮮
や
か
な
絵
具
を「
生
」の

ま
ま
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の
方
向
を
、
も
う
少
し
押
し
進
め
る
と
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
へ

の
関
心
に
接
続
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
第
一
回
渡
欧
時
の
克
己
は
、
濃

か
云
ふ
こ
と
は
全
く
末
技
で
、
大
体
が
確
な
れ
ば
そ
れ
で
一

向
差
支
無
い
と
云
ふ
こ
と
が
明
あ
き
ら
か
に

に
認
め
ら
れ
る
。
此こん
な麼
なママ

画
を
見
る
と
日
本
な
ど
で
筆
の
使
方
な
ど
気
に
為
て
ゐ
る
の

は
実
に
恥
入
る
話
だ
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、「
筆
者
の
達
者
と
か
器
用
と
か
云
ふ
こ
と
は

全
く
末
技
」と
い
う
点
で
あ
る
。
ハ
イ
ド
の
作
品
ま
で
は
、
デ
ッ

サ
ン
力
に
も
と
づ
く
整
理
で
遠
近
が
簡
潔
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は「
達
者
」「
器
用
」と
呼
ば
れ
る
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
技
巧
が「
末
技
」と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
、
画
面
全
体
の

ま
と
ま
り
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

克
己
が
技
巧
の
表
現
よ
り
も
重
視
し
た
理
由
は
、
次
の
Ｗ
・
Ｒ
・

リ
ヴ
ェ
ル
リ
ー（W

.R
.Reverley

）﹇
図
12
﹈の
作
品
に
触
れ
た
部
分
か

ら
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
展
覧
会
で

は
な
く
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
名
前
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時

ロ
ン
ド
ン
東
部
に
位
置
し
た
ベ
ス
ナ
ル
・
グ
リ
ー
ン
で
見
た
と
い

う
作
品
で
あ
る
。

変
化
為
し
易
い
夕
陽
而
も
暴
模
様
の
空
で
あ
つ
て
、
一
層
に

凄
じ
い
光
景
を
写
生
す
る
こ
と
故
、
画
者
の
頭
は
却
々
に
優

長
に
構
へ
て
は
居
ら
れ
ぬ
。

　

同
人
の
作
で
夕
陽
の
他
の
絵
は
茫
漠
た
る
原
野
に
風
車
の

見
え
る
図
で
あ
る
。
矢
張
輪
郭
も
取
ら
ず
に
絵
具
で
直
接
、

描
い
た
短
時
間
の
ス
ケ
ツ
チ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
矢
張
非
常

に
面
白
い
。
実
は
面
白
い
な
ど
ゝ
云
ふ
程
度
の
も
の
で
無
く

て
、
自
然
に
尊
敬
心
の
出
る
様
な
絵
で
あ
る
。

　

こ
の
発
言
を
、
先
の
ダ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
に
つ
い
て
触
れ
た
部
分
と

考
え
合
わ
せ
る
と
、
形
が
崩
れ
る
の
を
厭
わ
ず
、
移
り
変
わ
る
光

景
を
素
早
く
捉
え
た
表
現
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
克
己

は
そ
こ
に
、
油
彩
画
で
は
得
ら
れ
な
い
水
彩
画
の
特
色
の
一
つ
を

（41）

（42）

図12　 Ｗ・Ｒ・リヴェルリー　 

三宅克己による略画 

（『水彩画の描き方』より）

図13　 アレックス・マルセット　 

三宅克己による略画 

（『水彩画の描き方』より）
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蒲
原
、
田
山
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
的
な
動
向
で
あ
っ
た
。

　

島
村
に
は
、「
絵
画
に
於
け
る
印
象
派
」（
一
九
〇
九
年
）と
い
う

評
論
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
を
含
め
、
自
身
の
印
象
を
表
そ

う
と
し
た
画
家
た
ち
に
つ
い
て
幅
広
く
触
れ
、
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

　

　

彼
等
の
間
に
は
、
フ
ユ
ジ
チ
イ
ブ
、
エ
フ
エ
ク
ト（fugitive 

effect

）を
描
く
と
い
ふ
こ
と
が
言
は
れ
る
。
逃
げ
て
行
く
力

又
は
印
象
を
描
く
と
い
ふ
意
味
で
、
言
い
換
ふ
れ
ば
、
瞬
間

に
於
い
て
成
立
す
る
印
象
を
印
象
の
ま
ゝ
で
引
き
留
め
て
絵

布
の
上
に
定
着
せ
し
め
る
と
い
ふ
主
義
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
我
々
の
眼
な
り
頭
な
り
の
中
に
印
象
さ
れ
た

瞬
間
の
あ
り
の
ま
ゝ
を
書
き
留
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の「
あ

り
の
ま
ゝ
」は
普
通
の
写
実
的
意
味
の
あ
り
の
ま
ゝ
で
な
く

て
、
所
謂
イ
ン
プ
レ
ス
シ
ヨ
ン
の
あ
り
の
ま
ゝ
を
主
と
す
る
。

だ
か
ら
何
か
物
に
対
し
て
も
、
其
の
刹
那
に
我
々
が
感
じ
た

瞬
間
の
あ
り
の
ま
ゝ
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
続
け
て
、「
印
象
の
あ
り
の
ま
ゝ
」と
い
う
の
は
、「
隅
か

ら
隅
ま
で
は
つ
き
り
と
」そ
の
通
り
に
写
す「
写
実
の
あ
り
の

ま
ゝ
」と
は
異
な
る
が
、「
事
物
の
真
に
肉
薄
し
や
う
と
い
ふ
根
底

の
精
神
に
於
て
は
、
印
象
主
義
も
写
実
主
義
も
大
き
な
自
然
主
義

に
一
致
し
て
居
る
」と
す
る
。

　

島
村
は
、
こ
こ
で
い
う「
大
き
な
自
然
主
義
」と
、
文
学
に
お
け

る「
印
象
的
自
然
主
義
」を
対
応
さ
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
一
九
〇
八

（
明
治
四
一
）年
の「
自
然
主
義
の
価
値
」で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。主
観
と
客
観
が「
意
識
の
一
焼
点
に
合
体
」し
、「
技
巧
」な
ど

を
排
し「
思
念
」の
な
い「
描
写
の
自
然
」な
状
態
で
対
象
を
写
す
と

き
、「
主
観
挿
入
的
」と
な
る
。
そ
れ
を「
印
象
的
自
然
主
義
」と
呼

ん
だ
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
帰
国
後
三
月
余
り
、一
九
〇
六（
明
治
三
九
）年
一
月
の

（45）

（46）

厚
な
色
彩
で
緻
密
な
描
写
を
行
う
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
ク
ス
か
ら
刺

激
を
受
け
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
一
度
に
知
り
、
自
身

の
方
向
を
定
め
ら
れ
ず
帰
国
し
た
の
が
実
情
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
水
彩
画
の
取
る
べ
き
方
針
」
に
つ
い
て
「
未
だ
迷
つ
て
居
た
」

と
記
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
思
い
は
宿
題
と
な
っ
た
。
だ
が

日
本
に
戻
っ
て
二
年
半
後
、
一
九
〇
一（
明
治
三
四
）年
二
月
に
は
、

パ
リ
万
博
の
視
察
を
終
え
て
帰
国
し
た
岩
村
透
と
会
い
、
印
象
派

に
つ
い
て
新
た
な
情
報
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
克
己
の
二
度
目

の
渡
欧
は
、
第
一
回
渡
欧
時
の
ロ
ン
ド
ン
と
パ
リ
で
見
た
水
彩
画

を
前
提
と
し
て
、
あ
る
程
度
目
的
を
も
っ
て
印
象
派
研
究
を
行
お

う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
三
　
文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
論
の
動
向
と
克
己

「
印
象
的
自
然
主
義
」
と
そ
れ
以
前
か
ら
の
探
求

　

克
己
と
文
学
者
た
ち
の
印
象
主
義
を
め
ぐ
る
関
係
に
話
題
を
戻

し
た
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
第
二
回
渡
欧
か
ら
帰
国
し
た
克
己

は
印
象
派
の
絵
画
を
紹
介
し
、
彼
の
周
辺
に
い
た
文
学
者
た
ち
に

刺
激
を
与
え
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
文
学
の
方
向
を
考
え
る
う
え
で
、

印
象
主
義
が
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
文
壇
に
お
け
る

動
向
も
関
わ
っ
て
い
た
。
田
山
花
袋「『
生
』に
於
け
る
試
み
」

（
一
九
〇
八
年
）や
蒲
原
有
明「
印
象
主
義
の
傾
向
」、「
文
学
に
於
け

る
印
象
派
」（
一
九
〇
九
年
）も
、
島
村
抱
月
が
同
時
期
に
主
張
し

た
印
象
的
自
然
主
義
と
共
に
見
る
必
要
が
あ
る
。
島
村
は
、

一
九
〇
五（
明
治
三
八
）年
九
月
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
か
ら
帰
国
。

ド
イ
ツ
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
や
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ォ
ル
ケ
ル

ト
の
感
情
移
入
美
学
に
も
と
づ
く
文
学
理
論
を
紹
介
し
、
印
象
的

自
然
主
義（
新
自
然
主
義
）を
提
唱
。
影
響
を
広
げ
て
い
く
。

一
九
〇
〇
年
代
後
半
の
文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
へ
の
関
心
は
、

（43）

（44）
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頃
「
遇
へ
ば
話
は
芸
術
の
議
論
」
に
な
っ
た
と
い
う
「
議
論
」
の

な
か
で
、
こ
れ
が
話
題
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
第
二
回
渡
欧
に
向
か
う
克
己
の
印
象
派
理
解
に
影
響
を
お
よ

ぼ
し
、
ま
た
、
帰
国
後
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
印
象
派
を
め
ぐ
る

情
報
交
換
や
議
論
で
は
、
蒲
原
有
明
だ
け
で
な
く
田
山
花
袋
に
お

い
て
も
、
自
然
主
義
文
学
の
進
路
を
考
え
る
う
え
で
無
視
で
き
な

い
刺
激
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
論

は
一
九
〇
〇
年
代
後
半
に
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前

か
ら
、
つ
ま
り
一
九
〇
〇
年
代
前
半
か
ら
、
克
己
と
田
山
花
袋
そ

し
て
蒲
原
有
明
と
の
間
で
議
論
さ
れ
、
模
索
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
交
流
は
、
克
己
の
表
現
と
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
具
体
的
に
書
き
残
し
て
は
い

な
い
の
だ
が
、
現
れ
の
一
つ
が
、
水
彩
画
論
争
の
前
後
に
描
か
れ

た
簡
潔
な
筆
致
の
写
生
画
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
品
文
の

と
こ
ろ
で
触
れ
た
、
克
己
に
よ
る〈
郊
外
の
雪
〉の
解
説
を
も
う
一

度
見
て
み
た
い
。

　

雪
が
降
っ
た
日
に
、
美
し
い
夕
暮
れ
や
、
雲
間
か
ら
朝
日
が
輝

く
よ
う
す
を
見
る
と
、「
半
分
は
狂
気
の
沙
汰
」と
な
っ
て
写
生
す

る
が
、「
我
々
に
は
こ
の
狂
乱
こ
そ
有
難
い
の
で
あ
り
ま
す
」と
述

べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
没
入
し
て
描
く
の
は
主
客
融
合
の
一
つ
の

あ
り
方
と
い
え
る
が
、「
佳
作
が
出
来
無
い
迄
も
実
に
愉
快
で
あ

る
」と
述
べ
て
い
る
。

　

世
間
の
人
々
は
金
銭
の
為
に
狂
乱
し
。
名
誉
の
為
め
に
狂
乱

と
成
る
者
も
あ
る
。
我
々
は
畢
竟
自
然
の
美
に
撲
れ
て
狂
乱

と
成
つ
た
の
だ
。
斯
る
狂
乱
は
実
に
立
派
な
狂
乱
で
少
し
も

恥
ず
る
処
が
無
い
。
此
勢
で
絵
を
画
く
か
ら
、
寒
い
北
風
の

強
い
野
天
で
筆
を
揮
ふ
て
も
立
派
な
作
が
出
来
る
。
仮
令
佳

作
が
出
来
無
い
迄
も
実
に
愉
快
で
あ
る
。

　

（51）

「
囚
は
れ
た
る
文
芸
」で
は
、
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
表
象
論
か
ら
、「
情

趣
的
表
象（
ス
チ
ン
ム
ン
グ
ス
、
ジ
ム
ボ
リ
ー
ク
）」（Stim

m
ungs 

sym
bolik

）を
取
り
上
げ
て
い
る
。自
然
な
ど
に
対
し
て
、人
が「
名

状
し
が
た
き
情
趣
の
縦
横
に
浮
動
す
る
を
覚
ゆ
る
も
の
」で
、
知

識
に
囚
わ
れ
た
自
然
主
義
を
脱
却
す
る
道
と
し
て
示
し
た
も
の

だ
っ
た
。「
今
の
文
芸
は
先
づ
此
の
海
に
入
り
て
自
由
を
得
よ
、
其

の
垢
を
洗
へ
よ
」と
の
呼
び
か
け
を
紹
介
し
た
。

　

用
い
た
言
葉
は
異
な
る
が
、
先
に
触
れ
た
蒲
原
有
明
、
田
山
花

袋
に
よ
る
印
象
主
義
の
考
え
方
と
似
通
っ
て
い
る
。
蒲
原
が
、
対

象
か
ら
受
け
た
瞬
間
的
な
感
覚
を
、「
挙
動
と
か
色
彩
の
変
化
と

か
、
さ
う
云
つ
た
一
体
の
場
の
ア
ト
モ
ス
ヒ
ー
ア
」と
し
て
表
現

す
る
と
し
た
こ
と
、
田
山
の「
出
来
る
だ
け
自
分
を
空むなし
」く
す
る
こ

と
で
表
れ
る「
主
観
全
部
」を
掬
い
取
ろ
う
と
い
う
考
え
方
は
、
島

村
の
い
う「
情
趣
的
表
象
」や「
主
観
挿
入
」と
重
な
っ
て
い
る
。島

村
は
、
感
情
移
入
美
学
に
基
づ
く
理
論
的
な
整
理
に
よ
り
、
影
響

を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
理
論
の
基
礎
と
な
る
主
客
融
合
に
つ
い
て
、
田
山
花
袋

は
早
い
時
期
に
触
れ
て
い
る
。「
主
観
客
観
の
弁
」（
一
九
〇
一
年
）

で
あ
る
。「
私
は
作
者
の
主
観
が
大
自
然
の
主
観
と
一
致
す
る
境
ま

で
に
進
歩
し
て
居
ら
な
け
れ
ば
、
到
底
傑
作
は
覚
束
な
い
と
信
ず

る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
主
観
客
観
を
一
致
さ
せ
る
考
え
方

は
、「
実
物
模
倣
」を「
今
の
文
壇
の
通
弊
」と
述
べ
た
よ
う
に
、
自

然
主
義
の
方
向
を「
印
象
主
義
的
」に
変
え
よ
う
と
す
る
問
題
意
識

と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
主
観
客
観
の
融
合
論
は
、
一
九
世
紀

の
ド
イ
ツ
文
学
や
美
学
が
背
景
に
あ
り
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
森
鷗

外
が
一
八
九
八（
明
治
三
一
）年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、『
め
さ
ま
し

草
』
に
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
を
抄
述
し
た「
審
美
新
説
」の
連
載
が
あ
っ

た
。
田
山
の
問
題
意
識
も
そ
の
頃
か
ら
続
い
て
い
た
よ
う
だ
。

　

克
己
と
の
関
係
で
注
目
し
た
い
の
は
、
田
山
の「
主
観
客
観
の

弁
」が
発
表
さ
れ
た
一
九
〇
一
年
九
月
は
、
克
己
の
第
二
回
渡
欧

（
一
九
〇
一
年
一
一
月
）の
前
と
い
う
点
で
あ
る
。
克
己
ら
が
そ
の

（47）

（48）

（49）

（50）
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日
本
に
も
仏
蘭
西
の
後ポスト・
イ
ン
プ
レ
シ
ヨ
ニ
ズ
ム

期
印
象
が
流
れ
込
み
、
そ
の
熱
に
浮

か
さ
れ
た
新
進
作
家
が
少
く
な
か
つ
た
。
高
村
光
太
郎
氏
を

頭
目
と
し
て
、
ヒ
ウ
ザ
ン
会
が
読
売
新
聞
社
で
開
か
れ
た
。

新
し
い
物
を
迎
ふ
る
に
吝
な
ら
ぬ
世
人
は
、
在
来
の
旧
式
画

は
既
う
観
る
に
足
ら
ぬ
と
し
て
、
頻
に
新
し
い
画
風
を
歓
迎

し
始
め
た
。（
中
略
）

自
分
な
ど
の
最
も
信
頼
し
て
居
る
岩
村
先
生
で
さ
へ
も
が
、

口
に
筆
に
は
そ
の
新
傾
向
に
対
抗
す
る
も
の
の
、
そ
の
襲
ひ

来
る
潮
流
を
せ
き
止
め
る
に
は
、
幾
何
の
力
も
無
か
つ
た
。

　　

田
山
花
袋
が
変
化
の
過
程
と
捉
え
た
一
九
〇
〇
年
代
後
半
頃
を

境
に
、
主
観
を
独
立
さ
せ
る
か
否
か
で
印
象
派
論
は
分
岐
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
克
己
は
新
傾
向
の
側
に
与
す
る
こ
と
は
な
く
、

「
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」の
一
員
と
し
て
模
索
す
る
こ
と
か
ら
離
れ
、

文
学
者
と
の
交
流
も
弱
ま
っ
て
い
く
。
自
然
の
描
写
や
印
象
の
表

現
に
お
い
て
、
画
家
と
文
学
者
が
刺
激
を
与
え
合
い
な
が
ら
新
し

い
表
現
を
求
め
た
一
時
期
が
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め
と
検
討
で
き
る
こ
と

　

一
九
〇
〇
年
代
の
日
本
に
は
、
文
学
と
絵
画
を
結
ん
で
印
象
主

義
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
克
己
が
い

た
。
詩
人
の
蒲
原
有
明
と
の
交
流
を
見
る
と
、
蒲
原
が
印
象
詩「
朝

な
り
」を
発
表
し
、
克
己
が〈
朝
の
河
〉を
描
く
な
ど
、
響
き
合
う

よ
う
な
制
作
活
動
が
あ
っ
た
。
自
然
主
義
の
小
説
家
田
山
花
袋
も

克
己
と
交
流
し
た
人
で
、
一
九
〇
〇
年
代
の
後
半
、
蒲
原
と
と
も

に
、
文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
に
つ
い
て
盛
ん
に
発
言
し
て
い
る
。

　

印
象
主
義
と
の
関
わ
り
は
、
克
己
が
彼
ら
よ
り
も
先
ん
じ
て
い （54）

　

克
己
は
水
彩
画
ブ
ー
ム
の
折
り
、
著
書
や
雑
誌
に
多
く
の
写
生

画
を
掲
載
し
絵
葉
書
原
画
を
描
い
た﹇
図
14
―
17
﹈。
そ
れ
ら
を
見

て
い
く
と
、
描
き
込
み
が
少
な
い
も
の
も
目
に
つ
く
。
水
彩
画
論

争
で
鹿
子
木
孟
郎
が
、
修
練
を
経
ず
し
て
描
い
た「
素
人
画
」
と

痛
烈
に
批
判
し
た
画
風
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、

大
野
幸
彦
画
塾
の
厳
し
い
修
行
を
経
た
克
己
に
描
写
力
が
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
そ
う
見
な
さ

れ
た
の
だ
が
、
こ
の
画
風
は
、
や
は
り
印
象
主
義
の
面
か
ら
理
解

す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
彼
は
文
学
者
た
ち
と
の
交
流
の
な
か
で
、

「
刹
那
の
印
象
」を
表
す
水
彩
写
生
は
、
正
確
な
描
写
を
越
え
る「
独

立
す
べ
き
価
値
」を
持
つ
と
考
え
て
い
た
。
克
己
の
印
象
主
義
に

は
、
渡
欧
時
の
ロ
ン
ド
ン
と
パ
リ
で
見
た
作
品
、
文
学
に
お
け
る

印
象
主
義
の
理
解
が
交
じ
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
印
象
主
義
の
分
岐

　

一
九
〇
〇
年
代
後
半
に
、
文
学
者
た
ち
の
間
で
印
象
主
義
を
め

ぐ
る
発
言
が
相
次
い
だ
が
、
時
代
は
そ
こ
か
ら
急
速
に
次
の
段
階

へ
移
っ
て
い
く
。
島
村
抱
月
が「
印
象
的
自
然
主
義
」に
触
れ
て
わ

ず
か
一
、二
年
後
、一
九
一
〇（
明
治
四
三
）年
に
は
、
高
村
光
太
郎

が
雑
誌『
ス
バ
ル
』で「
緑
色
の
太
陽
」を
発
表
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
印
象
派
以
降
の
新
し
い
動
向
が
流
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
文

学
に
お
け
る
印
象
派
論
の
な
か
で
い
え
ば
、
主
客
の
融
合
が
崩
れ
、

主
観
が
突
出
す
る
新
た
な
領
域
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

田
山
花
袋
は
後
年
、
自
身
が
唱
え
た
平
面
描
写
論（
一
九
〇
八

年
）を
、
自
然
主
義
が「
印
象
主
義
乃
至
後
期
印
象
主
義
に
移
つ
て

行
く
過
程
」
に
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。克
己
の
周
辺
で
は
、

当
初
岩
村
透
が
主
催
し
た
龍
土
会
が
、
田
山
を
含
む
新
し
い
表
現

に
関
心
を
抱
く
文
学
者
や
美
術
家
を
集
め
、
新
傾
向
を
育
む
場
と

な
っ
た
。
し
か
し
時
代
は
急
速
に
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
少
し
先
走
っ
た
引
用
に
な
る
が
、
克
己
は
文
展
時
代
の
こ
と

と
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

（52）

（53）

図14　 三宅克己　沼のほとり 

（『水彩画手引』より）

図15　 三宅克己　春の山路 

（『水彩画手引』より）
図16　 三宅克己　朝の海 

（『水彩画手引』より）
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を
検
討
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
点
で
あ
る
。
第
二
回
渡
欧
時
の
パ

リ
で
、
克
己
は
、
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
に
刺
激
さ
れ
た
作
品
を
描
く
。

帰
国
後
は
試
み
を
重
ね
つ
つ
も
、
印
象
派
と
は
画
面
の
よ
う
す
の

異
な
る
作
品
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
。
理
由
は
、
日
本
風
景
に
パ

リ
や
パ
リ
近
郊
の
よ
う
な
光
の
強
さ
が
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、

文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
の
解
釈
が
加
わ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ

る
。
対
象
か
ら
感
じ
た
作
家
の
感
覚
も
取
捨
選
択
す
る
こ
と
な
く

表
す
在
り
方
は
、
印
象
を
よ
り
幅
の
広
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
方

向
に
つ
な
が
っ
た
。
小
品
文
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
自
我
独
特
の

感
じ
」で
あ
る
。

　

最
後
は
二
つ
目
と
関
連
す
る
が
、
一
九
〇
〇
年
代
の
日
本
で
水

彩
画
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ブ
ー
ム
は
当

時
の
青
年
た
ち
の
写
生
へ
の
関
心
に
支
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ

が
、
彼
ら
は
学
校
で
学
ん
だ
臨
画
の
よ
う
に
描
写
の
正
確
さ
を
求

め
た
わ
け
で
な
く
、
自
然
の
写
生
が
自
己
表
現
と
な
る
と
こ
ろ
に

魅
力
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
自
然
主
義
文
学
の
な
か
で
印
象
主
義
が

模
索
さ
れ
た
の
と
同
じ
時
代
の
要
請
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
、
水
彩
画
と
文
学
に
お
け
る
印
象
主
義
を
合
わ
せ
て
検
討

す
る
こ
と
で
、
よ
り
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

　

も
ち
ろ
ん
克
己
の
一
九
〇
〇
年
代
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
写
生

の
問
題
だ
け
で
な
く
、
文
展（
文
部
省
美
術
展
覧
会
）へ
の
出
品
作

な
ど
も
含
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、水
彩
画
ブ
ー

ム
に
つ
い
て
は
、
水
彩
画
の
技
法
書
や
大
下
藤
次
郎
な
ど
他
の
水

彩
画
家
と
と
も
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、

次
回
以
降
で
改
め
て
触
れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

も
り　

よ
し
の
り（
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
主
席
）

＊
本
稿
の
引
用
等
で
は
、
漢
字
を
現
行
の
も
の
に
改
め
ま
し
た
。

た
よ
う
に
も
見
え
る
。
一
九
〇
二（
明
治
三
五
）年
に
第
二
回
渡
欧

か
ら
帰
国
し
た
克
己
が
印
象
派
の
紹
介
を
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
田
山
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
自
然
主
義
の
な
か
で
主
観
、

客
観
を
融
合
さ
せ
る
表
現
へ
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
留

学
か
ら
帰
国
し
た
島
村
抱
月
が
提
唱
す
る「
印
象
的
自
然
主
義
」と

つ
な
が
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
学
に
お
け
る
発
言
、

交
流
や
活
動
を
順
に
見
て
い
く
と
、
蒲
原
、
田
山
と
克
己
は
自
身

の
関
心
を
持
ち
よ
り
、
刺
激
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
で
印
象
主
義
的
な
表
現
を
試
み
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

克
己
は
こ
の
時
期
、
野
外
写
生
で
、
ひ
と
と
き
の
間
現
れ
る
光

景
に
没
入
す
る
よ
う
に
し
て
描
き
、
技
巧
や
作
為
を
越
え
た
表
現

を
生
み
出
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
ア
ト
リ
エ
で
の
油
彩
制

作
で
は
表
し
得
な
い
水
彩
画
の
特
質
と
考
え
る
。
水
彩
画
論
争
の

と
き
克
己
は
、
水
彩
画
に
は
独
自
の「
趣
味
」が
あ
る
と
主
張
し
た

が
、
そ
の
特
質
の
自
覚
に
は
、
渡
欧
時
に
知
っ
た
簡
潔
な
表
現
の

水
彩
画
や
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
だ
け
で
は
な
く
、
文
学
者
た
ち
と
の

印
象
主
義
を
め
ぐ
る
交
流
も
関
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

で
は
、
そ
こ
か
ら
検
討
で
き
る
こ
と
は
何
な
の
か
。
こ
こ
で
は

三
つ
ほ
ど
挙
げ
て
み
た
い
。一
つ
は
印
象
派
受
容
に
お
け
る

一
九
〇
〇
年
代
の
位
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
洋

画
史
の
説
明
で
は
、
パ
リ
留
学
時
代
の
黒
田
清
輝
と
久
米
桂
一
郎

が
印
象
派
に
接
し
て
以
降
、
後
期
印
象
派
が
紹
介
さ
れ
る
ま
で
の

期
間
は
外
光
派
の
時
代
で
あ
り
、
印
象
派
受
容
の
展
開
は
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
き
た
。
匠
秀
夫
氏
は
、「
外
光
派
が
も
た
ら
さ
れ
て
以

来
、
ノ
ー
マ
ル
な
印
象
派
の
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
わ
が
国

の
洋
画
界
は
外
光
派
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
後
期
印
象

派
に
接
近
す
る
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
間
の
時
期
に
、
水
彩
画
の
動
き
と
し
て
克
己
の
活
動
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

二
つ
目
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は
、
克
己
の「
印
象
」表
現
の
性
質

（55）

図17　 三宅克己　 

夏の湖水（『水彩画指南』）より
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九
月
、
二
一
頁（
序
）。

（15）　

矢
野
、
前
掲『
蒲
原
有
明
研
究（
増
訂
版
）』、
二
二
頁（
序
）。

（16）　

矢
野
、
前
掲『
蒲
原
有
明
研
究（
増
訂
版
）』、
一
七
七
頁
。

（17）　

矢
野
、
前
掲『
蒲
原
有
明
研
究（
増
訂
版
）』、
二
八
頁
。

（18）　

蒲
原
有
明「
享
楽
受
福
」『
明
星
』第
三
明
星
第
六
号
、
東
京
新
詩
社
、

一
九
〇
二
年
一
一
月
、
五
四
頁
。
図
版
は
一
七
頁
。

（19）　

矢
野
、
前
掲『
蒲
原
有
明
研
究（
増
補
版
）』、
二
九
頁
。

（20）　
「
蒲
原
有
明
氏
曰
く
」（「
白
馬
会
画
評
」の
う
ち
）『
明
星
』
卯
歳
第

一
一
号
、
東
京
新
詩
社
、
一
九
〇
三
年
一
一
月
、
八
一
頁
。

（21）　

三
宅
克
己『
水
彩
画
手
引
』、博
文
館
、
一
九
〇
五
年
一
二
月
、
一
五
六

頁
。

（22）　

蒲
原
有
明「
印
象
主
義
の
傾
向
」『
新
潮
』第
一
〇
巻
第
一
号
、
新
潮
社
、

一
九
〇
九
年
一
月
、
一
〇
頁
。

（23）　

蒲
原
有
明「
文
学
に
於
け
る
印
象
派
」『
文
章
世
界
』第
四
巻
第
四
号
、

博
文
館
、
一
九
〇
九
年
三
月
、
五
四
頁
。

（24）　

蒲
原
、
前
掲「
文
学
に
於
け
る
印
象
派
」、
五
五
頁
。

（25）　

田
山
花
袋「『
生
』に
於
け
る
試
み
」『
近
代
文
学
評
論
大
系 

第
3
巻　

明
治
期
Ⅲ
』、角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
二
月
、
四
四
八
―
四
四
九
頁
。

初
出
は
、『
早
稲
田
文
学
』第
二
期
第
三
四
号
、
一
九
〇
八
年
九
月
。

（26）　

田
山
花
袋「
描
写
論
」『
現
代
日
本
文
学
全
集
9　

田
山
花
袋
集
』、
筑

摩
書
房
、
一
九
五
五
年
五
月
、
三
九
七
頁
。
初
出
は『
早
稲
田
文
学
』

第
二
期
第
六
五
号
、
一
九
一
一
年
四
月
。

（27）　

蒲
原
有
明「
自
由
な
る
形
式
と
主
観
の
流
露
」『
小
品
文
範　

作
文
叢

書
第
二
編
』、
新
潮
社
、
一
九
〇
九
年
一
二
月
、
一
四
四
頁
。

（28）　

 

蒲
原
、
前
掲「
自
由
な
る
形
式
と
主
観
の
流
露
」、
一
四
二
頁
。

（29）　

蒲
原
、
前
掲「
自
由
な
る
形
式
と
主
観
の
流
露
」、
一
四
三
―
一
四
六

頁
。

（30）　

永
井
荷
風「
自
由
は
小
品
文
の
生
命
」『
小
品
文
範　

作
文
叢
書
第
二

編
』、
新
潮
社
、
一
九
〇
九
年
一
二
月
、
一
五
七
頁
。

（31）　

永
井
、
前
掲「
自
由
は
小
品
文
の
生
命
」、
一
五
九
頁
。

（32）　

三
宅
克
己『
水
彩
画
指
南
』、
博
文
館
、
一
九
〇
七
年
一
一
月
、
四
五

―
四
六
頁
。

（33）　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
指
南
』、
四
七
頁
。

（34）　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
指
南
』、
三
一
―
三
二
頁
。

註（1）　

拙
稿「
三
宅
克
己
の
画
業
と
生
涯（
八
）
―
克
己
の
印
象
派
紹
介
、
雑

誌
口
絵
の
表
現
と『
水
彩
画
論
争
』」『
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
研
究
紀

要
』第
二
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
四
―
八
頁
。

（2）　

拙
稿「
三
宅
克
己
の
画
業
と
生
涯（
九
）
―
『
水
彩
画
論
争
』の
背
景
」

『
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
』第
二
一
号
、二
〇
二
一
年
三
月
、

一
三
―
一
六
頁
。

（3）　

拙
稿「
三
宅
克
己
の
画
業
と
生
涯（
七
）
―
自
然
を
め
ぐ
る
文
学
者
た

ち
と
の
交
流
、第
二
回
渡
欧
、帰
国
後
の
脚
光
と
水
彩
画
ブ
ー
ム
」『
徳

島
県
立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
』第
一
九
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
、

一
二
―
一
四
頁
。

（4）　

拙
稿
、
前
掲「
三
宅
克
己
の
画
業
と
生
涯（
九
）」、
一
二
―
一
三
頁
。

（5）　

丸
山
晩
霞「
三
宅
氏
の
水
彩
画
」『
中
央
美
術
』第
五
巻
第
三
号
、

一
九
一
九
年
三
月
、
日
本
美
術
学
院
、
四
八
頁
。

（6）　

図
版
は
、「
水
彩
表
現
の
開
拓
者 

三
宅
克
己
回
顧
展
」図
録（
徳
島
県
立

近
代
美
術
館
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
、
一
〇
九
頁
）を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

（7）　

三
宅
克
己「
随
想　

水
彩
画
六
十
年
」『
時
事
新
報
』夕
刊
、第

二
一
一
七
三
号
、
時
事
新
報
社
、
一
九
五
一
年
四
月
二
〇
日
、
二
頁
。

（8）　

拙
稿
、
前
掲「
三
宅
克
己
の
画
業
と
生
涯（
七
）」、
三
―
六
頁
。

（9）　

克
己
と
島
崎
藤
村
の
関
係
は
、
拙
稿「
三
宅
克
己
の
画
業
と
生
涯（
六
）

―
第
一
回
渡
欧
か
ら
の
帰
国
と
小
諸
時
代
、
克
己
と
キ
リ
ス
ト
教
」

『
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
』第
一
八
号
、二
〇
一
七
年
三
月
、

一
〇
―
一
三
頁
。

（10）　

三
宅
克
己『
思
ひ
出
つ
る
ま
ゝ
』、光
大
社
、
一
九
三
八
年
六
月
、

二
一
九
頁
。

（11）　

拙
稿
、
前
掲「
三
宅
克
己
の
画
業
と
生
涯（
七
）」、五
―
八
頁
。

　
　

国
木
田
独
歩
、
徳
富
蘆
花
ら
民
友
社
系
の
文
学
者
に
触
れ
た
。

（12）　

蒲
原
有
明「
水
彩
画
の
指
導
者
と
し
て
」『
中
央
美
術
』第
五
巻
第
三

号
、
一
九
一
九
年
三
月
、
日
本
美
術
学
院
、
五
〇
頁
。

（13）　

蒲
原
有
明「
朝
な
り
」『
明
星
』巳
年
第
一
号
、
東
京
新
詩
社
、
一
九
〇
五

年
一
月
、
五
―
六
頁
。
引
用
し
た
ル
ビ
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。

（14）　

矢
野
峰
人『
蒲
原
有
明
研
究（
増
訂
版
）』、刀
江
書
院
、
一
九
五
九
年
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（Stim
m

ungs

）」に
つ
い
て
触
れ
、次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　

 

情
緒
と
か
情
調
と
か
い
ふ
こ
と
が
此
頃
は
よ
く
言
は
れ
る
。

　
　
　

  

情
調
を
説
く
は
好
い
。
し
か
し
情
調
に
執
す
る
の
は
、
情
調
を
作

品
に
有
効
に
現
は
し
得
る
路
で
は
な
い
。
情
調
は
作
品
の
背
景
を

成
す
に
於
て
始
め
て
意
味
が
あ
る
。

　
　
　

 （
中
略
）情
調
は
消
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に

芸
術
に
於
て
は
―

　
　

田
山
、「
離
れ
た
気
分
と
情
調
」『
定
本
花
袋
全
集　

第
一
五
巻
』（
復
刻

版
）、臨
川
書
店
、
一
九
九
四
年
六
月
、
一
四
九
―
一
五
〇
頁
。
初
出

は
、「
文
章
新
語
」『
文
章
世
界
』第
五
巻
第
一
〇
号
、
一
九
一
〇
年
八

月
）。

（49）　

田
山
花
袋「
主
観
客
観
の
弁
」『
定
本
花
袋
全
集　

第
二
六
巻
』（
復
刻

版
）、臨
川
書
店
、一
九
九
五
年
六
月
、五
六
七
頁
。
初
出
は『
太
平
洋
』

第
二
巻
第
三
六
号
、
一
九
〇
一
年
九
月
。

（50）　

相
馬
庸
郎『
日
本
自
然
主
義
再
考
』（
八
木
書
店
、
一
九
八
一
年
一
二

月
、
六
―
七
頁
、
二
四
九
頁
）、
権
堂
、
前
掲「
明
治
期
に
お
け
る
感

情
移
入
美
学
の
受
容
と
展
開
」、
一
四
四
頁
、
一
五
四
頁
）を
参
照
し

た
。　

（51）　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
指
南
』、
三
二
頁
。

（52）　

鹿
子
木
孟
郎「
偶
感（
二
）」『
美
術
新
報
』第
三
巻
第
一
四
号
、
画
報
社
、

一
九
〇
四
年
一
〇
月
、
一
頁
。

（53）　

田
山
花
袋『
近
代
の
小
説
』、
近
代
文
明
社
、
一
九
二
三
年
二
月
、

二
四
八
頁
。

（54）　

三
宅
、
前
掲『
思
ひ
出
つ
る
ま
ゝ
』、
三
二
一
―
三
二
二
頁
。

（55）　

匠
秀
夫『
近
代
日
本
の
美
術
と
文
学
―
明
治
大
正
昭
和
の
挿
絵
―
』、

一
九
七
九
年
一
一
月
、
木
耳
社
、
一
一
三
頁
。

（35）　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
指
南
』、
三
三
―
三
四
頁
。

（36）　

永
井
、
前
掲「
自
由
は
小
品
文
の
生
命
」、
一
五
五
頁
。

（37）　

三
宅
、
前
掲『
思
ひ
出
つ
る
ま
ゝ
』、
二
五
一
―
二
五
二
頁
。

（38）　

三
宅
克
己『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
ア
ル
ス
、
一
九
一
七
年
九
月
、

一
六
七
頁
。

　
　

な
お
、
彼
の
第
一
回
渡
欧
時
に
お
け
る
美
術
館
や
水
彩
画
の
説
明
は
、

同
書（
一
五
六
―
一
九
四
頁
）か
ら
引
用
し
た
。

（39）　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
六
四
―
一
六
五
頁
。

（40）　

三
宅
は
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』で
、「
明
治
三
二
年
の
夏
、
倫
敦
の

ロ
ー
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
展
覧
会
の
水
彩
画
室
で
見
た
画
」（
一
六
八

頁
）と
し
て
い
る
が
、
前
年
の
一
八
九
八（
明
治
三
一
）年
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
克
己
の
ロ
ン
ド
ン
滞
在
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
三
宅

克
己
の
画
業
と
生
涯（
五
）
―
第
一
回
渡
欧 

ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
、
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
」『
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
』第
一
七
号

（
二
〇
一
六
年
三
月
）を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（41）　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
七
四
―
一
七
五
頁
。

（42）　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
八
九
頁
。

（43）　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
五
九
頁
。

（44）　

島
村
抱
月
の「
印
象
的
自
然
主
義
」に
つ
い
て
は
、
権
堂
愛
順「〈
共
同

研
究
報
告
〉明
治
期
に
お
け
る
感
情
移
入
美
学
の
受
容
と
展
開
｜「
新

自
然
主
義
」か
ら
象
徴
主
義
ま
で
」（『
日
本
研
究
』第
四
三
号
、
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
三
月
）を
参
照
し
た
。

（45）　

島
村
抱
月「
絵
画
に
於
け
る
印
象
派
」『
抱
月
全
集 

第
七
巻
』、天
佑
社
、

一
九
二
〇
年
一
月
、
三
六
五
頁
。
初
出
は『
文
章
世
界
』第
四
巻
第
四

号
、
博
文
館
、
一
九
〇
九
年
三
月
。

（46）　

島
村
抱
月「
自
然
主
義
の
価
値
」『
抱
月
全
集 

第
二
巻
』、天
佑
社
、

一
九
二
〇
年
二
月
、
一
一
三
―
一
一
七
頁
。
初
出
は『
早
稲
田
文
学
』

第
三
〇
号
、一
九
〇
八
年
五
月
。

「
新
自
然
主
義
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
「
今
の
文
壇
と
新
自

然
主
義
」（『
早
稲
田
文
学
』）
な
ど
に
現
れ
て
い
る
。

（47）　

島
村
抱
月「
囚
は
れ
た
る
文
芸
」『
抱
月
全
集 

第
一
巻
』、天
佑
社
、

一
九
一
九
年
六
月
、
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。
初
出
は『
早
稲
田
文
学
』

再
刊
第
一
号
、一
九
〇
六
年
一
月
。

（48）　

田
山
花
袋
は
、「
情
調
」「
気
分
」「
情
緒
」な
ど
と
訳
さ
れ
た「
情
趣
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図
版
出
典

図
1　

 『
明
星
』卯
歳
第
二
号
、東
京
新
詩
社
、一
九
〇
三
年
二
月
、二
五
頁
。

図
2　

 『
明
星
』卯
歳
第
三
号
、東
京
新
詩
社
、一
九
〇
三
年
三
月
、一
七
頁
。

図
3　

 『
明
星
』辰
歳
第
八
号
、東
京
新
詩
社
、一
九
〇
四
年
八
月
、二
五
頁
。

図
4
、
5
、
14
、
15
、
16　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
手
引
』、
頁
表
記
無
し

図
6
、
7
、
17　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
指
南
』口
絵

図
8　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
六
八
頁

図
9　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
七
一
頁

図
10　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
七
二
頁

図
11　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
七
四
頁

図
12　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
九
〇
頁

図
13　

三
宅
、
前
掲『
水
彩
画
の
描
き
方
』、
一
九
二
頁




