
は
じ
め
に

　

フ
ラ
ン
ス
の
画
家
、
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ（Paul Cézanne, 

1839

―1906

）の
絵
画
を
誰
が
、い
つ
か
ら
、ど
の
よ
う
な
目
的
で
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
き
た
の
か
？
そ
こ
に
、ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
潜
ん
で
い
た
の
か
？
本
稿
は
、セ
ザ
ン
ヌ
と
同
時
代
の
フ

ラ
ン
ス
の
コ
レ
ク
タ
ー
に
限
定
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
る
（
１

）。

１

　
サ
ロ
ン
の
絵
画
と
受
容
層

　

セ
ザ
ン
ヌ
が
画
家
に
な
る
た
め
に
パ
リ
に
出
た
一
八
六
〇
年
代

初
頭
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
は
、第
二
帝
政

か
ら
第
三
共
和
制
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、こ
の
時
期
、美
術
の
制
度

と
流
通
シ
ス
テ
ム
は
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
た
。

　

十
七
世
紀
に
創
設
さ
れ
た
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
作
品
発
表

の
場
と
し
て
始
ま
り
時
の
政
府
主
催
で
長
年
、開
催
さ
れ
て
き
た

官
展（
サ
ロ
ン
）で
入
選
し
さ
ら
に
国
家
買
い
上
げ
と
な
っ
た
画
家

達
は
、い
わ
ば
、当
局
の
折
り
紙
付
き
画
家
と
な
り
、政
府
か
ら
公

共
建
築
物
の
装
飾
を
依
頼
さ
れ
た
り
、フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
台
頭

し
て
き
た
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
る
購
入
の
対
象
と
な
っ
た
。

旧
体
制
の
時
代
に
画
家
達
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
王
侯
貴
族
や
大

商
人
に
代
わ
っ
て
、革
命
後
は
企
業
家
、政
治
家
、銀
行
家
、医
者
、

弁
護
士
、行
政
官
と
い
っ
た
社
会
の
新
た
な
担
い
手
た
ち
や
商
店
、

百
貨
店
、銀
行
等
で
働
く
中
産
労
働
者
階
級
が
絵
の
受
容
層
と
し

て
登
場
し
て
き
た
（
２

）。彼
ら
の
多
く
が
、旧
体
制
下
の
受
容
層
と
違
っ

て
聖
書
、神
話
、歴
史
に
関
す
る
人
文
主
義
的
教
養
を
十
分
に
は
持

ち
あ
わ
せ
て
お
ら
ず
、教
養
的
関
心
や
宗
教
的
、倫
理
的
感
情
を
満

足
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
、も
っ
ぱ
ら
、眼
で
楽
し
む
娯
楽
の
場
と

し
て
サ
ロ
ン
に
出
か
け
て
絵
を
鑑
賞
し
批
評
家
の
辛
辣
な
サ
ロ
ン

評
を
読
ん
で
楽
し
ん
だ
り
し
た
。金
銭
的
余
裕
の
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
は
公
的
評
価
の
高
い
画
家
の
作
品
を
自
ら
の
経
済
力
の
証
と
し

て
購
入
し
た
。彼
等
が
支
持
し
た
の
は
、新
古
典
主
義
様
式
を
継
承

す
る
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
画
家
達
で
、美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
、サ
ロ

ン
入
選
者
、美
術
学
校
教
授
、作
品
が
国
家
買
い
上
げ
と
な
り
、勲

章
を
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
る
な
ど
画
家
と
し
て
の
技
量
や
地
位
を

公
的
に
保
証
さ
れ
た
画
家
達
だ
っ
た
。そ
う
し
た
お
墨
付
き
画
家

達
の
絵
を
購
入
す
る
事
は
、絵
の
価
値
が
わ
か
ら
な
く
と
も
、ま
た
、

は
っ
き
り
と
し
た
美
的
趣
味
を
持
た
な
く
と
も
、二
束
三
文
の
絵

を
つ
か
ま
さ
れ
な
い
確
実
な
方
法
で
あ
っ
た
し
、ま
た
、高
名
な
画

家
の
絵
を
所
持
す
る
こ
と
で
自
ら
が
社
会
的
に
高
い
地
位
に
あ
る

と
思
い
込
む
事
も
で
き
た
。特
に
、肖
像
画
の
注
文
は
象
徴
的
で
あ

っ
た
。多
く
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
、特
権
階
級
の
証
と
し
て
肖
像
画
を

描
か
せ
た
旧
体
制
下
の
貴
族
に
倣
っ
て
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
画
家
達

に
肖
像
画
を
注
文
し
た
。

　

ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
画
家
達
も
ま
た
、何
を
描
け
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

が
満
足
し
て
購
入
し
て
く
れ
る
の
か
、ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
趣
味
嗜
好

を
徹
底
的
に
研
究
し
た
。エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ（Ém

ile Zola, 1840

―

1902

）（
図
１
）が
サ
ロ
ン
の
美
術
批
評
の
中
で
指
摘
し
た
よ
う
に
（
３

）、

エ
ロ
チ
ッ
ク
な
裸
婦
、可
愛
い
ら
し
い
綺
麗
な
少
女
達
、お
涙
頂
戴

の
人
情
劇
、中
近
東
の
風
俗
習
慣
を
細
密
描
写
で
描
い
た
絵
画
が

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
お
気
に
入
り
と
な
っ
た
。い
わ
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ス
ム
の
絵
画
に
は
西
洋
人
の
支
配
者
階
級
が
共
有
し
た
中
近
東

世
界
に
対
す
る
蔑
視
の
感
情
、優
越
感
情
が
露
骨
に
表
明
さ
れ
て

い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
カ
バ
ネ
ル（A

lexandre Cabanel, 
1823

―1889

）、
ジ
ャ
ン
・
レ
オ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム（Jean

―Léon 
Gérôm

e, 1824

―1904

）、ウ
イ
リ
ア
ム
・
ブ
ー
グ
ロ
ー（W

illiam
 

A
dolphe Bouguereau, 1825

―1905

）と
い
っ
た
画
家
達
が
そ

の
代
表
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
画
家
達
や
彼
等
を
支
持
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
、ど
の

よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
共
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

第
一
に
、新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
は
社
会
、経
済
活
動
を
リ
ー
ド

す
る
存
在
で
あ
り
、政
府
公
認
の
体
制
美
術
で
あ
っ
た
ア
カ
デ
ミ

ス
ム
を
支
持
す
る
事
で
社
会
的
秩
序
を
維
持
す
る
支
配
階
級
た
ら

ん
と
し
た
。ア
カ
デ
ミ
ス
ム
絵
画
は
支
配
階
級
の
象
徴
と
も
な
っ

た
。

　

第
二
に
、古
代
以
来
の
古
典
主
義
や
人
文
主
義
的
教
養
を
継
承

す
る
新
古
典
主
義
様
式
を
支
持
す
る
事
は
伝
統
を
尊
重
し
旧
来
の

社
会
秩
序
の
持
続
を
願
い
保
守
的
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。

【
特
集
】コ
レ
ク
タ
ー
の
眼
差
し

―
モ
ノ
の
向
こ
う
に
何
を
見
る
か

セ
ザ
ン
ヌ・コレ
ク
ション
の
社
会
学�

永
井
隆
則

3
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第
三
に
、近
代
化
社
会
に
お
い
て
急
速
に
発
展
、浸
透
し
た
商
業

主
義（
営
利
主
義
）を
原
理
と
す
る
生
産
・
消
費
シ
ス
テ
ム
の
中
で

は
絵
画
も
ま
た
商
品
だ
と
い
う
認
識
が
彼
等
に
は
強
く
自
覚
さ
れ

共
有
さ
れ
て
い
る
。一
方
で
、伝
統
的
主
題
と
新
古
典
主
義
様
式
は

高
品
質
を
保
証
す
る
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
り
、他
方
で
、エ
ロ
チ
ッ
ク
、

猥
褻
、性
差
や
人
種
や
民
族
に
関
す
る
差
別
感
情
、人
情
劇
は
、生

理
的
欲
求
（
４

）や
素
朴
な
感
情
に
直
接
訴
え
か
け
る
が
故
に
、知
性
、知

識
、教
養
や
思
想
を
も
た
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
や
大
衆
で
あ
っ
て
も

彼
ら
の
購
買
意
欲
を
強
烈
に
刺
激
す
る
、い
わ
ば「
シ
ズ
ル
感
」で

あ
り
巧
み
な
販
売
戦
略
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
は
、サ
ロ
ン
評
の
中
で
、世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス

で
、サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
る
絵
画
が
、フ
ラ
ン
ス
を
、パ
リ
を
代
表

と
す
る
重
要
な
商
品
と
見
做
さ
れ
、国
外
へ
の
重
要
な
輸
出
産
業

に
な
っ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
（
５

）。第
二
帝
政
期
か
ら
第
三
共
和

政
期
に
か
け
て「
絵
画
が
偉
大
で
あ
っ
た
時
代
（
６

）」は
終
焉
し
、専
ら

娯
楽
の
対
象
に
成
り
下
が
っ
て
い
っ
た
。

２

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
コ
レ
ク
タ
ー
達

①
　
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ

　

ア
カ
デ
ミ
ス
ム
が
大
き
な
力
を
持
っ
た
時
代
に
画
家
に
な
っ
た

セ
ザ
ン
ヌ
は
、国
立
美
術
学
校
を
二
度
受
験
し
て
失
敗
し
政
府
主

催
の
サ
ロ
ン
に
何
度
も
落
選
を
続
け
た
。セ
ザ
ン
ヌ
に
画
家
と
し

て
の
才
能
や
技
量
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、国
立
美
術
学
校

や
サ
ロ
ン
の
審
査
員
が
遵
守
す
る
規
範
に
従
っ
た
絵
を
描
こ
う
と

し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。規
範
に
反
し
て
い
る
こ
と
を
十
分

に
自
覚
し
な
が
ら
セ
ザ
ン
ヌ
が
サ
ロ
ン
に
出
品
を
続
け
た
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
画
壇
を
支
配
し
て
い
た
美
的
規
範
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け

る
た
め
で
あ
っ
た
。二
十
代
、三
十
年
代
の
セ
ザ
ン
ヌ
は
、ド
ラ
ク

ロ
ワ（Eugène D

elacroix, 1798

―1863

）、ク
ー
ル
ベ（Gustave 

Courbet, 1819

―1877

）の
反
新
古
典
主
義
絵
画
に
刺
激
を
受
け

た
の
み
な
ら
ず
、マ
ネ
、画
塾
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ス
イ
ス
の
仲
間
や
後

の
印
象
派
画
家
達
と
の
交
流
を
通
し
て
反
体
制
画
家
と
し
て
の
立

場
を
選
び
取
っ
て
い
っ
た
。ま
た
、当
時
の
サ
ロ
ン
絵
画
を
糾
弾
し

た
ゾ
ラ
の
美
術
批
評
を
読
み
ゾ
ラ
と
芸
術
論
を
交
わ
す
こ
と
で
過

激
な
様
式
と
表
現
を
模
索
し
た
。ゾ
ラ
は
、故
郷
エ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
で
共
に
学
び
遊
ん
だ
親
友
で
あ
り
、先
に
パ
リ
に
出

て
小
説
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
、セ
ザ
ン
ヌ
が
パ
リ
に
出
て

画
家
に
な
る
よ
う
に
励
ま
し
経
済
的
に
も
支
援
し
た
。セ
ザ
ン
ヌ

の
ク
イ
ヤ
ル
ド
技
法
の
発
明
と
こ
の
技
法
に
よ
る
静
物
画
や
肖
像

画
は
、サ
ロ
ン
で
活
躍
す
る
画
家
の
多
く
が
男
性
性
を
欠
い
て
い

る
と
の
ゾ
ラ
の
批
判
に
応
え
た
作
品
で
、パ
レ
ッ
ト
ナ
イ
フ
に
絵

の
具
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
て
画
布
の
上
で
押
し
広
げ
る
こ
と
で
画
家

の
力
強
い
手
の
動
き（
男
性
性
）を
表
現
し
た
。実
際
、セ
ザ
ン
ヌ
は

ゾ
ラ
と
の
芸
術
的
協
働
の
証
と
し
て
ク
イ
ヤ
ル
ド
技
法
の
作
品
を

ゾ
ラ
に
贈
っ
て
お
り
ゾ
ラ
は
生
前
二
十
点
の
セ
ザ
ン
ヌ
作
品
を
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
た
（
７

）。没
後
の
一
九
〇
三
年
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が

競
売
に
か
け
ら
れ
て
全
貌
が
世
間
に
公
開
さ
れ
た
。ゾ
ラ
が
所
持

し
て
い
た
の
は
全
て
、印
象
派
時
代
以
前
の
暗
い
色
調
の
厚
塗
り

で
過
激
な
筆
使
い
の
作
品
群
で
、こ
れ
を
見
た
反
ド
レ
ー
フ
ュ
ス

派
の
批
評
家
、ア
ン
リ
・
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル（H

enri Rochefort, 

1831

―1913

）は
、「
醜
悪
に
対
す
る
愛
好
」だ
と
言
っ
て
セ
ザ
ン
ヌ

作
品
を
酷
評
し
な
が
ら
、実
は
、セ
ザ
ン
ヌ
の
過
激
な
絵
画
を
所
持

し
て
い
た
事
実
と
ゾ
ラ
の
ド
レ
ー
フ
ュ
ス
派
の
立
場
を
関
連
付
け

て
ゾ
ラ
を
激
し
く
弾
劾
し
た
（
８

）。セ
ザ
ン
ヌ
は
実
際
の
所
、ド
レ
ー
フ

ュ
ス
派
で
は
決
し
て
な
く
（
９

）、特
に
晩
年
は
、一
生
活
者
と
し
て
は
保

守
的
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。が
、セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
と
ゾ
ラ
の
思

想
を
関
連
付
け
た
事
自
体
は
決
し
て
的
外
れ
で
は
な
い
。青
年
期

に
、ゾ
ラ
は
自
然
主
義
美
術
論
を
主
張
し
て
ペ
ン
で
サ
ロ
ン
絵
画

の
腐
敗
を
糾
弾
し
、セ
ザ
ン
ヌ
は
虚
偽
で
は
な
く
真
実
を
、つ
ま
り
、

自
ら
が
見
た
こ
と
感
じ
た
こ
と
を
描
く
こ
と
を
主
張
し
て
絵
筆
で

サ
ロ
ン
絵
画
を
批
判
し
た
。両
者
は
サ
ロ
ン
絵
画
を
糾
弾
す
る
こ

と
で
、サ
ロ
ン
絵
画
を
支
持
す
る
美
術
行
政
当
局
や
一
部
の
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
が
立
脚
し
て
い
た
政
治
、経
済
シ
ス
テ
ム
を
も
暗
黙
の
裡

に
批
判
し
て
お
り
、そ
の
意
味
で
両
者
は
芸
術
を
通
し
て
社
会
参

加
を
行
っ
て
い
た
と
見
做
し
て
良
い
だ
ろ
う
。ゾ
ラ
は
作
家
と
し

て
十
分
に
成
功
し
た
一
八
八
〇
年
年
代
半
ば
に
な
る
と
絵
画
に
興

味
を
失
っ
て
い
っ
た
。同
じ
頃
、セ
ザ
ン
ヌ
は
自
律
的
絵
画
の
探
究

を
始
め
て
お
り
自
然
主
義
美
術
論
を
主
張
し
た
ゾ
ラ
が
関
心
を
寄

せ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
な
り
、両
者
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ
た
。

②
　
同
時
代
の
画
家
達

　

ゾ
ラ
に
続
い
て
、セ
ザ
ン
ヌ
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
の
は
、や
は

り
、社
会
の
支
配
階
層
で
は
な
く
、そ
れ
と
は
無
縁
な
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
達
で
あ
っ
た
。最
初
期
の
コ
レ
ク
タ
ー
は
、ま
ず
、ア
カ
デ
ミ

ス
ム
絵
画
の
衰
退
と
腐
敗
を
敏
感
に
察
知
し
て
時
代
に
相
応
し
い

新
し
い
感
覚
、美
学
、技
法
を
探
求
し
た
後
の
印
象
派
の
仲
間
達
と

彼
ら
に
続
く
若
い
世
代
の
画
家
仲
間
で
あ
っ
た
。彼
等
に
と
っ
て
、

セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
は
商
品
で
も
娯
楽
の
対
象
で
も
投
機
の
対
象
で
も

な
か
っ
た
。セ
ザ
ン
ヌ
は
、古
代
以
来
の
西
洋
の
写
実
、自
然
主
義

の
伝
統
を
終
焉
さ
せ
自
律
性（
造
型
性
）と
い
う
新
し
い
絵
画
の
可

能
性
に
い
ち
早
く
取
り
組
ん
だ
画
家
で
あ
り
、そ
の
事
を
最
も
早

図１　エミール・ゾラ
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く
最
も
良
く
理
解
し
得
た
の
は
、同
業
者
た
ち
、絵
の
玄
人
た
ち
だ

っ
た
。印
象
派
の
仲
間
の
中
で
、資
産
家
で
あ
っ
た
ギ
ュ
ス
タ
ヴ
・

カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト（Gustave Caillebotte, 1848

―1894
）は
、仲
間

達
を
経
済
的
に
支
援
し
印
象
派
を
世
間
に
認
め
さ
せ
る
た
め
に
セ

ザ
ン
ヌ
を
含
む
仲
間
の
絵
を
購
入
し
た
。カ
ミ
ー
ユ
・
ピ
サ
ロ（Ca-

m
ille Pissarro, 1830

―1903

）、エ
ド
ガ
ー
・
ド
ガ（Edgar D

e-
gas, 1834

―1917

）、ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ（Claude M

onet, 1840

―

1926

）も
セ
ザ
ン
ヌ
の
価
値
を
認
め
最
初
期
に
購
入
し
た
人
々
で

あ
っ
た
。
特
に
画
商
の
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
・
ヴ
ォ
ラ
ー
ル（A

m
-

broise V
ollard, 1866

―1939

）が
一
八
九
五
年
に
開
催
し
た
第

一
回
セ
ザ
ン
ヌ
展
は
印
象
派
の
仲
間
た
ち
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
、

ピ
サ
ロ（
二
十
点
）、
ド
ガ（
七
点
）、
ル
ノ
ワ
ー
ル（Pierre

―A
u-

guste Renoir, 1841

―1919

）（
四
点
）、モ
ネ（
十
四
点
）は
、既
に
、

セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
を
所
持
し
て
い
た
が
、展
覧
会
を
機
に
買
い
足

し
て
い
っ
た
。ア
メ
リ
カ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
印
象
派
の
画
家

と
な
っ
た
メ
ア
リ
ー
・
キ
ャ
サ
ッ
ト（M

ary Cassatt, 1844

―

1926

）も
、ヴ
ォ
ラ
ー
ル
画
廊
で
購
入
し
た
二
点
の
静
物
画
を
所
持

し
て
い
た
。

③
　
後
世
代
の
画
家
達

　

一
方
、
後
世
代
の
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン（Paul Gauguin, 

1848

―1903

）、モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ（M

aurice D
enis, 1870

―1943

）、
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス（H

enri M
atisse, 1869

―1954

）、パ
ブ
ロ
・

ピ
カ
ソ（Pablo Picasso, 1881

―1973

）は
、セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
学
び

セ
ザ
ン
ヌ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
セ
ザ
ン
ヌ
を
収
集
し
た
。ゴ
ー

ギ
ャ
ン
は
、株
式
仲
買
人
と
し
て
経
済
的
に
ゆ
と
り
の
あ
っ
た
時

代
に
前
衛
絵
画
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
が
、職
を
棄
て
て
絵
画
に

専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
生
活
に
困
窮
し
次
々
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
売
却
し
た
。
し
か
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
の《
果
物
皿
の
あ
る
静
物
》

（FW
N
780

、一
八
七
九
〜
八
〇
年
、油
彩
・
画
布
、四
六
×
五
五
㎝
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
蔵
（
10
））は
、「
一
文
無
し
に
な
る
ま
で
手

放
さ
な
い
。」と
言
っ
て
大
切
に
持
ち
続
け
た
（
11
）。ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス

も
、一
八
九
九
年
以
来
、ピ
サ
ロ
の
勧
め
で
、ヴ
ォ
ラ
ー
ル
画
廊
に

通
い
、経
済
的
に
は
苦
し
か
っ
た
時
代
で
は
あ
っ
た
が《
三
人
の
浴

女
》を
購
入
し
自
ら
の
進
む
べ
き
道
標
と
し
て
大
切
に
所
持
し
続

け
最
終
的
に
パ
リ
の
プ
テ
ィ
・
パ
レ
美
術
館
に
寄
贈
し
た
。そ
の
他

四
点
の
セ
ザ
ン
ヌ
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
た
。

④
　
コ
レ
ク
タ
ー
達

　

第
二
に
、体
制
側
に
与
せ
ず
と
も
経
済
的
に
自
立
し
て
生
活
で

き
、あ
る
い
は
、体
制
に
反
対
す
る
政
治
勢
力
を
支
援
し
、体
制
美

術
と
相
容
れ
な
い
新
し
い
前
衛
画
家
達
を
評
価
し
た
人
々
が
セ
ザ

ン
ヌ
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
ガ
シ
ェ
博
士（Paul

―Ferdinand Ga-
chet, 1828

―1909

）（
図
２
）で
あ
る
（
12
）。パ
リ
に
診
療
所
を
開
き
近

郊
の
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
・
シ
ュ
ル
・
オ
ワ
ー
ズ
に
自
宅
を
所
有
し
て
生

活
し
た
医
者
で
、印
象
派
や
ポ
ス
ト
印
象
派
の
画
家
達
と
交
流
し

た
。自
ら
も
絵
を
描
い
た
ア
マ
チ
ュ
ア
画
家
で
あ
り
彼
等
と
芸
術

談
義
を
交
わ
し
た
の
み
な
ら
ず
医
者
と
し
て
彼
等
が
病
気
に
な
れ

ば
治
療
を
行
っ
た
。セ
ザ
ン
ヌ
は
、パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
る
混

乱
を
避
け
て
パ
リ
を
離
れ
て
、ピ
サ
ロ
の
住
む
パ
リ
近
郊
の
ポ
ン

ト
ワ
ー
ズ
で
印
象
派
の
美
学
と
技
法
を
伝
授
さ
れ
た
が
、近
隣
の

オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
・
シ
ュ
ル
・
オ
ワ
ー
ズ
に
住
ん
で
い
た
ガ
シ
ェ
博
士

の
家
の
す
ぐ
そ
ば
に
家
を
借
り
て
親
し
く
交
流
し
た
。博
士
は
、あ

る
時
、セ
ザ
ン
ヌ
の
競
争
心
を
煽
っ
て
、マ
ネ
に
対
抗
し
て
マ
ネ
の

《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》の
改
変
作
品
と
し
て《
モ
デ
ル
ヌ
・
オ
ラ
ン
ピ
ア
》

を
描
か
せ
て
購
入
し
、一
八
七
四
年
の
第
一
回
印
象
派
展
に
貸
し

出
し
た
。博
士
は
、本
作
を
含
め
二
十
六
点
の
セ
ザ
ン
ヌ
を
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
し
た
。二
十
年
後
に
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
・
シ
ュ
ル
・
オ
ワ
ー
ズ

に
滞
在
し
た
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ（V

incent van Gogh, 1853

―

1890

）を
治
療
し
最
期
を
看
取
っ
た
の
も
博
士
で
あ
り
、一
言
で
言

え
ば
、前
衛
絵
画
の
愛
好
家
で
あ
り
博
愛
主
義
者
で
あ
っ
た
。

　

同
様
に
博
愛
主
義
者
で
あ
っ
た
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
タ
ン
ギ
ー（Ju-

lien François T
anguy, 1825

―1894 

通
称
、タ
ン
ギ
ー
爺
さ

ん
）（
図
３
）も
最
初
期
の
理
解
者
で
あ
り
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
（
13
）。

タ
ン
ギ
ー
は
、ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
か
ら
パ
リ
に
や
っ
て
き
て
絵

の
具
職
人
と
な
っ
た
が
、社
会
主
義
思
想
に
共
鳴
し
て
、一
八
七
一

年
の
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
参
加
し
投
獄
さ
れ
た
。そ
の
後
、釈
放

さ
れ
て
パ
リ
に
戻
り
絵
の
具
商
と
し
て
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
の
下
、

ク
ロ
ー
ゼ
ル
街
に
店
を
開
い
た
。絵
の
具
を
無
償
で
提
供
す
る
代

わ
り
に
、無
名
の
売
れ
な
い
貧
し
い
画
家
達
の
作
品
を
預
か
っ
て

店
頭
に
並
べ
た
。困
窮
し
た
画
家
に
は
一
夜
の
宿
や
食
事
を
提
供

す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。セ
ザ
ン
ヌ
と
も
親
密
な
仲
と
な
り
セ
ザ

ン
ヌ
が
パ
リ
を
離
れ
て
い
る
間
は
ア
パ
ー
ト
の
鍵
を
預
か
り
、セ

ザ
ン
ヌ
の
絵
に
興
味
を
示
す
者
が
い
れ
ば
ア
パ
ー
ト
の
中
に
自
由

に
入
っ
て
絵
を
見
せ
た
（
14
）。同
様
に
、ゴ
ッ
ホ
と
は
博
愛
的
感
情
を
共

有
し
て
同
志
的
な
関
係
と
な
り
ゴ
ッ
ホ
の
モ
デ
ル
も
勤
め
た
。そ

う
し
た
交
流
を
通
じ
て
、タ
ン
ギ
ー
は
若
い
世
代
に
新
し
い
絵
画

が
芽
生
え
つ
つ
あ
る
こ
と
に
い
ち
早
く
気
づ
き
、彼
等
の
明
る
い

絵
の
具
の
跡
を
残
す
絵
画
を
サ
ロ
ン
の
脂
が
か
っ
た
暗
い
絵
と
区

別
し
て「
現
代
的（m

oderne

）」絵
画
と
呼
ん
で
評
価
し
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
し
た
（
15
）。そ
の
中
に
二
十
七
点
の
セ
ザ
ン
ヌ
が
含
ま
れ
て
い
た
。

一
八
八
〇
年
代
に
な
る
と
、タ
ン
ギ
ー
の
店
は
、パ
リ
で
最
先
端
の

図２　ガシェ博士
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絵
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
と
し
て
評
判
を
呼
び
、

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、ベ
ル
ナ
ー
ル
、ド
ニ
、シ
ニ
ャ
ッ
ク（Paul 

Signac, 1863

―1935

）な
ど
の
若
い
世
代
が
頻
繁
に
出

入
り
し
た
。一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
八
九
四
年
に
タ
ン

ギ
ー
が
亡
く
な
る
ま
で
、タ
ン
ギ
ー
の
店
は
パ
リ
で
唯

一
、セ
ザ
ン
ヌ
作
品
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所

で
あ
っ
た
（
16
）。ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、タ
ン
ギ
ー
の
店
で
見
た
セ

ザ
ン
ヌ
の
作
品
に
新
し
い
可
能
性
を
見
い
だ
し
タ
ン
ギ

ー
の
店
が
ポ
ン
＝
タ
ヴ
ェ
ン
派
の
揺
籃
の
地
と
な
っ
た

と
後
に
述
懐
し
て
い
る
（
17
）。ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
、六
点
の
セ
ザ

ン
ヌ
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
、内
、四
点
を
タ
ン
ギ
ー
か
ら

購
入
し
た
。

　

セ
ザ
ン
ヌ
と
深
い
友
情
で
結
ば
れ
熱
心
に
作
品
を
購

入
し
た
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
、ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
シ
ョ
ケ

（V
ictor Chocquet, 1821

―1891

）（
図
４
）
が
い
た
（
18
）。

リ
ー
ル
の
織
機
製
造
業
を
営
む
家
に
生
ま
れ
パ
リ
に
出

て
役
人
と
な
っ
た
が
、し
ば
し
ば
上
司
と
対
立
し
職
を

失
い
そ
う
に
な
っ
た
が
代
議
士
の
叔
父
の
仲
介
で
事
な

き
を
得
て
い
た
。出
世
の
足
が
か
り
と
な
る
地
方
へ
の

転
勤
を
命
じ
ら
れ
て
も
拒
否
し
た
た
め
退
職
ま
で
下
級

役
人
の
生
活
に
甘
ん
じ
た
。叔
父
の
死
後
は
救
い
の
手

を
差
し
伸
べ
る
者
が
い
な
く
な
っ
て
退
職
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル（Georges 

Rivière, 1855

―1943

）に
よ
れ
ば
、シ
ョ
ケ
は
パ
リ
市

税
関
事
務
所
の
文
書
作
成
係
に
勤
務
し
、反
抗
的
で
独

立
独
歩
の
精
神
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
（
19
）。

立
身
出
世
に
は
全
く
無
関
心
だ
っ
た
が
、実
父
の
死
後
、

遺
産
を
相
続
し
、妻
も
ま
た
実
家
の
遺
産
を
相
続
し
た

た
め
生
涯
、裕
福
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。経
済

的
に
余
裕
が
あ
っ
た
た
め
美
術
に
興
味
を
持
っ
て
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
始
め
、特
に
一
八
世
紀
の
家
具
と
絵
画
を
熱
心
に
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
と
と
も
に
サ
ロ
ン
で
は
認
め
ら
れ
な
い
前
衛
画

家
達
に
注
目
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
パ
イ
オ
ニ
ア
で
も
あ
っ
た
。

特
に
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
礼
賛
し
作
品
を
購
入
す
る
だ
け
で
な
く
、結

局
、画
家
の
承
諾
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、自
身
の
肖
像
画
の
制
作

を
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
依
頼
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。セ
ザ
ン
ヌ
と
は
ル

ノ
ワ
ー
ル
の
紹
介
で
知
り
合
い
セ
ザ
ン
ヌ
も
ま
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
礼

賛
者
で
あ
っ
た
た
め
に
二
人
は
意
気
投
合
し
た
。パ
リ
の
ア
パ
ー

ト
に
セ
ザ
ン
ヌ
を
招
い
て
所
蔵
す
る
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
見
せ
て
語
り

合
っ
た
。さ
ら
に
、パ
リ
の
ア
パ
ー
ト
を
飾
る
装
飾
画
を
依
頼
し
ノ

ル
マ
ン
デ
ィ
の
ア
ッ
ト
ン
ヴ
ィ
ル
の
別
荘
に
も
招
い
て
四
点
の
風

景
画
を
描
か
せ
る
な
ど
、亡
く
な
る
ま
で
親
し
く
交
流
し
て
セ
ザ

ン
ヌ
を
熱
心
に
支
援
し
た
。セ
ザ
ン
ヌ
は
シ
ョ
ケ
の
肖
像
画
を
六

点
も
描
い
て
い
る
。

　

一
八
九
九
年
、シ
ョ
ケ
の
亡
く
な
っ
た
八
年
後
、夫
人
が
亡
く
な

る
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
売
り
立
て
が
行
わ
れ
た
。そ
の
中
に
、ド
ラ

ク
ロ
ワ
の
油
彩
画（
二
十
三
点
）、水
彩
画（
三
十
五
点
）、素
描（
二

十
四
点
）、セ
ザ
ン
ヌ
の
油
彩
画（
三
十
一
点
）、ル
ノ
ワ
ー
ル
の
油

彩
画（
二
十
点
）、ク
ー
ル
ベ
の
油
彩
画（
八
点
）、モ
ネ
の
油
彩
画

（
十
点
）、マ
ネ（Édouard M

anet, 1832

―1883

）の
油
彩
画（
五

点
）、モ
リ
ゾ
ー（Berthe M

orisot, 1841

―1895

）の
油
彩
画（
三

点
）、ピ
サ
ロ
と
ド
ー
ミ
エ（H

onoré

―V
ictorin D

aum
ier, 1808

―1879

）の
油
彩
画（
各
一
点
）が
含
ま
れ
て
い
た
が
、実
際
は
四
十

点
の
セ
ザ
ン
ヌ
を
生
前
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
た
事
が
判
明
し

て
い
る
。セ
ザ
ン
ヌ
が
生
き
て
い
た
間
、シ
ョ
ケ
は
最
初
で
最
大
の

コ
レ
ク
タ
ー
と
な
っ
た
。

　

セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
を
世
に
流
通
さ
せ
た
最
大
の
功
労
者
は
、画

商
の
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
・
ヴ
ォ
ラ
ー
ル（
図
５
）で
あ
る
（
20
）。フ
ラ
ン
ス

の
海
外
県
、レ
ユ
ニ
オ
ン
島
か
ら
法
学
を
学
ぶ
た
め
に
本
国
に
や

っ
て
来
た
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
は
、や
が
て
、画
商
に
興
味
を
持
っ
て
、一

図４　ポール・セザンヌ  《ヴィクトール・ショケ》  1876―77
年  油彩・画布  46×36 cm  ニューヨーク、個人蔵

図３　フィンセント・ファン・ゴッホ  《タンギー爺さん》  
1887年  油彩・画布  92×75 cm  パリ、ロダン美術館
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八
九
三
年
、パ
リ
、ラ
フ
ィ
ッ
ト
街
に
画
廊
を
開
設
し
た
。海
外
県

か
ら
や
っ
て
き
た
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
は
、パ
リ
で
は
よ
そ
者
、異
邦
人
で

あ
り
パ
リ
画
壇
を
支
配
す
る
美
術
行
政
当
局
と
も
当
局
が
推
奨
す

る
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
絵
画
を
好
ん
だ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
も
無
縁
な
存
在

で
あ
っ
た
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
、ア
ナ
キ
ス
ト
や
左
翼
系
の
批
評
家
や

画
家
達
と
親
し
く
交
流
し
、反
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
、反
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の

立
場
を
取
っ
て
、前
衛
画
家
達
の
作
品
を
扱
い
始
め
た
（
21
）。画
商
デ
ュ

ラ
ン
・
リ
ュ
エ
ル（Paul D

urand
―Ruel, 1831

―1922 （
22
））が
印
象
派

の
団
体
展
や
個
展
を
国
内
外
で
企
画
し
て
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
し
た

お
か
げ
で
、既
に
、印
象
派
は
市
民
権
を
得
、美
術
市
場
で
飽
和
状

態
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
。新
た
に
市
場
に
参
入
し
た
ヴ
ォ
ラ
ー
ル

が
投
機
対
象
と
し
て
目
を
付
け
た
の
は
、手
つ
か
ず
の
画
家
達
、す

な
わ
ち
、セ
ザ
ン
ヌ
、ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、ゴ
ッ
ホ
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
印

象
派
か
ら
ナ
ビ
派
、野
獣
派
、ピ
カ
ソ
に
至
る
ま
で
の
一
九
世
紀
末

か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
前
衛
画
家
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

当
時
、世
間
的
に
は
無
名
だ
が
画
家
仲
間
が
高
く
評
価
し
て
い

た
セ
ザ
ン
ヌ
に
、自
身
の
趣
味
と
画
廊
戦
略
に
叶
う
画
家
と
し
て

投
機
的
価
値
を
見
出
し
、一
八
九
五
年
に
初
の「
セ
ザ
ン
ヌ
展
」を

開
催
し
た
（
23
）。そ
の
後
、セ
ザ
ン
ヌ
が
制
作
の
拠
点
と
し
て
い
た
エ
ク

ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
も
赴
い
て
、ア
ト
リ
エ
に
あ
っ
た
作

品
を
独
占
的
に
買
い
占
め
第
二
回
、第
三
回
個
展
を
開
催
し
た
。セ

ザ
ン
ヌ
専
属
の
画
廊
と
な
っ
た
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
は
、油
彩
画
だ
け
で

一
時
期
六
七
〇
点
を
所
持
し
国
内
外
に
セ
ザ
ン
ヌ
を
売
り
さ
ば
い

て
い
っ
た
。

　

ヴ
ォ
ラ
ー
ル
と
並
ん
で
、セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
直
接
、作
品
を
大
量
に

購
入
し
た
の
は
、パ
リ
の
ベ
ル
ネ
ー
ム
・
ジ
ュ
ン
ヌ
画
廊（Galerie 

Bernheim

―Jeune

）で
あ
っ
た
。セ
ザ
ン
ヌ
没
後
、セ
ザ
ン
ヌ
夫
人

と
息
子
は
、エ
ク
ス
の
ア
ト
リ
エ
に
残
さ
れ
た
全
て
の
作
品
の
売

却
を
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
に
申
し
出
た
。ヴ
ォ
ラ
ー
ル
は
ベ
ル
ネ
ー
ム
・
ジ

ュ
ン
ヌ
画
廊
に
共
同
購
入
を
持
ち
か
け
、ア
ト
リ
エ
に
残
さ
れ
て

い
た
二
十
七
点
の
油
彩
画
と
一
八
七
点
の
水
彩
画
を
分
割
購
入
し

た
。ベ
ル
ネ
ー
ム
・
ジ
ュ
ン
ヌ
画
廊
は
、か
つ
て
、三
十
六
点
を
所
持

し
て
い
た
。早
く
か
ら
印
象
派
を
売
買
し
た
画
商
、デ
ュ
ラ
ン
・
リ

ュ
エ
ル
も
、モ
ネ
に
勧
め
ら
れ
て
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、一
八
九
九
年

に
開
か
れ
た
シ
ョ
ケ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
売
り
立
て
で
、初
め
て
、

十
七
点
の
セ
ザ
ン
ヌ
を
購
入
し
た
。

ヴ
ォ
ラ
ー
ル
か
ら
作
品
を
購
入
し
た
国
内
コ
レ
ク
タ
ー
の
内
、ヴ

ィ
ク
ト
ー
ル
・
シ
ョ
ケ
亡
き
後
、最
大
の
セ
ザ
ン
ヌ
・
コ
レ
ク
タ
ー

と
な
っ
た
の
は
、フ
ラ
ン
ス
人
、オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ペ
ル
ラ
ン（A

u-
guste Pellerin, 1852

―1899

）（
図
６
）で
あ
っ
た
（
24
）。マ
ー
ガ
リ
ン

製
造
業
で
富
を
築
き
、工
芸
品
や
マ
ネ
、印
象
派
絵
画
の
収
集
を
始

め
た
。一
八
九
九
年
の
シ
ョ
ケ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
売
り
立
て
、一

九
〇
三
年
の
ゾ
ラ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
売
り
立
て
、ヴ
ォ
ラ
ー
ル
画

廊
や
ベ
ル
ネ
ー
ム
・
ジ
ュ
ン
ヌ
画
廊
で
の
購
入
で
、セ
ザ
ン
ヌ
を
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
て
い
き
一
時
期
、一
四
九
点
を
所
持
し
た
。亡

く
な
っ
た
一
九
二
九
年
の
時
点
で
九
十
二
点
の
セ
ザ
ン
ヌ
が
所
蔵

さ
れ
て
い
た
。ペ
ル
ラ
ン
は
生
前
、求
め
に
応
じ
て
、自
邸
で
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
公
開
し
て
お
り
、日
本
人
も
含
め
て
、多
く
の
画
家
達

が
、ペ
ル
ラ
ン
の
お
陰
で
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
を
実
見
す
る
こ
と
が

で
き
た
。一
九
三
六
年
、オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た

「
セ
ザ
ン
ヌ
展
」に
際
し
て
、ペ
ル
ラ
ン
の
子
供
達
が
、三
四
点
の
セ

ザ
ン
ヌ
を
貸
し
出
し
た
。旧
ペ
ル
ラ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
内
、九

点
が
、現
在
、オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
所
蔵（
計
四
十
七
点
の
セ
ザ
ン

ヌ
を
所
蔵
）と
な
っ
て
い
る
が
、残
り
の
多
く
は
ア
メ
リ
カ
人
コ
レ

ク
タ
ー
の
手
に
渡
っ
て
現
在
、合
衆
国
の
美
術
館
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
八
七
八
年
に
最
初
の
印
象
派
論
を
書
い
た
批
評
家
の
テ
オ
ド

ル
・
デ
ユ
レ（T

héodore D
uret, 1838

―1927

）は
（
25
）、一
九
〇
六
年

の
改
訂
版
で
セ
ザ
ン
ヌ
に
も
言
及
し
た
が
（
26
）、画
家
か
ら
手
に
入
れ

た
と
思
わ
れ
る
三
点
の
他
、タ
ン
ギ
ー
、ヴ
ォ
ラ
ー
ル
等
か
ら
購
入

し
た
、計
八
点
の
セ
ザ
ン
ヌ
を
生
前
、所
持
し
て
い
た
。

　

一
時
期
、セ
ザ
ン
ヌ
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
詩
人
の
ジ
ョ
ワ

シ
ャ
ン
・
ギ
ャ
ス
ケ（Joachim

 Gasquet, 1873

―1921

）は
、セ
ザ

ン
ヌ
か
ら
五
点
の
作
品
を
贈
ら
れ
た
。美
術
批
評
家
の
ギ
ュ
ス
タ

ヴ
・
ジ
ェ
フ
ロ
ワ（Gustave Geffroy, 1855

―1926

）は
、セ
ザ
ン

ヌ
の
作
品
を
批
評
し
、セ
ザ
ン
ヌ
に
肖
像
画
を
描
い
て
も
ら
っ
た

こ
と
も
あ
り
八
点
を
所
有
し
て
い
た
。内
、四
点
は
画
家
か
ら
譲
ら

れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。ジ
ェ
フ
ロ
ワ
、そ
し
て
、左
翼
の
政
治
家
で

ド
レ
ー
フ
ュ
ス
派
で
あ
っ
た
ク
レ
マ
ン
ソ
ー（Georges Clem

-
enceau, 1841

―1929

）、
彫
刻
家
の
ロ
ダ
ン（A

uguste Rodin, 
1840

―1917

）と
共
に
、一
八
九
四
年
、ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
モ
ネ
邸
で

セ
ザ
ン
ヌ
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
作
家
の
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
ミ
ル
ヴ

ォ
ー（O

ctave M
irbeau, 1848

―1917

）も
、熱
心
な
セ
ザ
ン
ヌ

図５　アンブロワーズ・ヴォラール図６　オーギュスト・ペルラン
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擁
護
者
と
な
り
、十
二
点
を
所
蔵
し
た
。内
、六
点
は
か
つ
て
ピ
サ

ロ
が
所
蔵
し
て
い
た
（
27
）。

　

そ
の
他
、
銀
行
家
の
カ
モ
ン
ド（Com

te Isaaac de 
Cam

onde, 1851

―1911
）（
五
点
）、歯
科
医
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ィ

オ（Georges V
iau, 1855

―1939

）（
七
点
）、個
人
コ
レ
ク
タ
ー
、

ユ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ブ
ロ（Eugène Blot, 1857

―?

）（
十
一
点
）、劇
作

家
の
ア
ン
リ
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン（H

enri Bernstein, 1876

―

1953

）（
六
点
）、
ア
ン
リ
・
ル
ア
ー
ル（H

enri Rouart, 1833

―

1912

）（
五
点
）、
モ
ー
リ
ス
・
ガ
ン
ニ
ャ（M

aurice Gangnat, 
1856

―1924

）（
八
点
）、実
業
家
の
ジ
ャ
ン
・
ラ
ロ
シ
ュ（Jean La-

roche, 1866

―1935

）（
七
点
）に
加
え
て
、一
九
一
四
年
に
パ
リ
に

画
廊
を
開
店
し
た
ポ
ー
ル
・
ギ
ヨ
ー
ム（Paul Guillaum

e, 1891

―1934

）、そ
の
妻
の
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト（Juliette

）、ギ
ヨ
ー
ム
亡
き

後
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
と
再
婚
し
た
ジ
ャ
ン
・
ワ
ル
テ
ル（Jean 

W
arter, 1883

―1957

）も
熱
心
に
セ
ザ
ン
ヌ
を
蒐
集
し
、現
在
、十

四
点
が
、パ
リ
の
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に
―
セ
ザ
ン
ヌ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
社
会
学

　

初
期
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
コ
レ
ク
タ
ー
達
の
社
会
的
政
治
的
立
場
に

注
目
す
る
と
、あ
る
特
色
が
見
え
て
く
る
。彼
等
の
多
く
が
、金
銭
、

地
位
や
名
誉
を
求
め
て
権
力
者
の
ご
機
嫌
を
取
る
必
要
の
な
い

人
々
、な
い
し
は
、そ
う
し
た
事
に
無
関
心
な
人
々
で
あ
っ
た
。政

府
や
関
係
諸
機
関
か
ら
独
立
し
て
十
分
に
豊
か
な
生
活
を
営
ん
で

い
た
自
由
人
や
反
体
制
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。反
サ
ロ
ン
の

立
場
を
取
っ
た
売
れ
っ
子
の
小
説
家
ゾ
ラ
、博
愛
主
義
者
の
医
者

ガ
シ
ェ
博
士
、社
会
主
義
者
の
絵
の
具
商
タ
ン
ギ
ー
爺
さ
ん
、立
身

出
世
に
無
関
心
で
遺
産
を
頼
り
に
美
術
収
集
に
没
頭
し
た
下
級
役

人
の
シ
ョ
ケ
、ボ
ヘ
ミ
ア
ン
の
画
家
仲
間
（
28
）、ア
ナ
キ
ス
ト
の
ピ
サ
ロ
、

ヴ
ォ
ラ
ー
ル
、ガ
ス
ケ（
た
だ
し
晩
年
は
王
党
派
に
転
向
（
29
））、左
翼
の

政
治
家
で
ド
レ
ー
フ
ュ
ス
派
の
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
、批
評
家
ジ
ェ
フ

ロ
ワ
が
セ
ザ
ン
ヌ
を
支
持
し
た
が
、セ
ザ
ン
ヌ
も
又
、権
力
や
金
力

の
支
配
か
ら
自
由
な
存
在
だ
っ
た
。銀
行
家
だ
っ
た
父
親
の
財
産

と
年
金
で
生
涯
、生
活
す
る
事
が
で
き
た
た
め
、経
済
力
の
あ
る
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
に
擦
り
寄
っ
て
彼
等
の
趣
味
を
満
足
さ
せ
る
絵
を
描
く

必
要
は
な
く
、自
ら
の
造
形
的
関
心
を
と
こ
と
ん
追
求
す
る
こ
と

が
で
き
た
。晩
年
に
な
る
と
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
な
り
反

ド
レ
ー
フ
ュ
ス
派
の
立
場
を
取
り
近
代
化
に
よ
る
自
然
や
伝
統
的

景
観
の
破
壊
を
嘆
く
保
守
主
義
者
と
な
っ
た
が
、そ
れ
で
も
、政
治
、

経
済
、美
術
行
政
な
ど
、あ
ら
ゆ
る
分
野
の
中
枢
勢
力
、権
力
者
集

団
と
無
縁
な
全
く
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
り
、ボ
ヘ
ミ
ア
ン
で

あ
り
、独
立
独
歩
の
自
由
人
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
（
30
）。セ
ザ
ン
ヌ
の
コ
レ
ク
タ
ー
達
が
、こ
う
し
た
セ
ザ
ン
ヌ

に
政
治
的
思
想
的
親
和
性
や
共
感
を
見
い
だ
し
た
事
は
想
像
に
難

く
な
い
。そ
れ
以
上
に
重
要
な
事
は
、彼
等
が
セ
ザ
ン
ヌ
に
支
配
者

側
の
趣
味（
権
力
や
経
済
力
の
誇
示
）、大
衆
美
学（
表
象
さ
れ
た
内

容
や
そ
の
参
照
対
象
へ
の
関
心
、日
常
の
生
活
感
情
や
倫
理
的
感

情
）と
は
異
質
な
純
粋
美
学（
表
象
の
仕
方
自
体
へ
の
関
心
、形
式

美
）の
誕
生
を
見
い
だ
し
た
新
し
い
受
容
層
だ
っ
た
と
い
う
点
で

あ
る
。ゼ
ー
ド
ル
マ
イ
ヤ
ー
（
31
）（H

ans Sedlm
ayr, 1896

―1984

）や

メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
（
32
）（M

aurice M
erleau

―Ponty, 1908

―1961

）

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、中
期
以
降
の
セ
ザ
ン
ヌ
が
確
立
し
た
自
律

的
絵
画
に
は
、人
間
性
、日
常
的
生
活
感
情
が
剝
奪
さ
れ
た
無
関
心

性
が
支
配
し
て
お
り
、そ
れ
を
見
て
楽
し
む
と
す
れ
ば
、表
象
さ
れ

た
事
物
の
美
し
さ
を
そ
れ
が
指
示
す
る
自
然
対
象
へ
の
参
照
を
通

し
て
味
わ
う
の
で
は
な
く
、表
象
の
仕
方
自
体
を
決
定
し
て
い
る

造
形
要
素
が
様
々
な
感
覚
や
感
情
を
鑑
賞
者
に
呼
び
起
こ
す
と
い

う
意
味
で
の「
意
義
あ
る
形（significant form

）」（
ク
ラ
イ
ブ
・

ベ
ル﹇Clive Bell, 1881

―1964

﹈の
言
葉
（
33
））を
享
受
す
る
し
か
な

い
。彼
等
は
日
常
の
生
活
感
情
に
煩
わ
さ
れ
る
事
な
く
、ま
た
、そ

れ
ら
と
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
を
関
係
付
け
る
事
な
く
純
粋
な
美
的
対
象

と
し
て
楽
し
む
能
力
を
獲
得
し
た
最
初
期
の
人
々
で
、当
時
と
し

て
は
特
権
階
級
で
あ
り
、
社
会
学
者
の
ブ
ル
デ
ュ
ー（Pierre 

Bourdieu, 1930

―2002

）の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
文
化
貴
族（no-

blesse culturelle （
34
））」だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。ブ
ル

デ
ュ
ー
は
、現
代
の
美
的
趣
味
の
多
様
性
と
社
会
階
層
の
差
異
を

統
計
学
に
よ
っ
て
関
連
付
け
る
こ
と
で
、美
的
趣
味
が
、経
済
力
、

学
歴
や
家
庭
環
境
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。低
学
歴
の
労
働
者
階
級
と
一
定
の
経
済
力
や
知
識
と

教
養
を
備
え
た
高
学
歴
の
知
識
人
と
は
趣
味
が
明
ら
か
に
異
な
る

と
い
う
一
種
の
決
定
論
を
繰
り
広
げ
た
が
、こ
う
し
た
階
級
間
の

趣
味
の
亀
裂
は
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
の
受
容
層
の
間

で
既
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。体
制
側
に
与
す
る

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
や
そ
れ
を
無
批
判
に
享
受
す
る
大
衆
の
趣
味
と
は
異

質
な
趣
味
を
持
っ
た
階
層
が
、セ
ザ
ン
ヌ
以
後
の
自
律
的
絵
画
の

展
開
と
共
に
誕
生
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

セ
ザ
ン
ヌ
の
没
後
、セ
ザ
ン
ヌ
を「
近
代
絵
画
の
父
」と
し
て
評

価
す
る
言
説
が
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
圏
で
形
成
さ
れ
て
い
く
。英

国
で
は
、サ
ミ
ュ
エ
ル
・
コ
ー
ト
ー
ル
ド（Sam

uel Courtauld, 
1876

―1947

）が
中
心
と
な
っ
て
セ
ザ
ン
ヌ
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る

と
共
に
、ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ（Roger Eliot Fry, 1866

―1934

）、

ク
ラ
イ
ブ
・
ベ
ル
、ル
イ
ス
・
ハ
イ
ン
ド（Charles Lew

is H
ind, 

1862

―1927

）ら
の
批
評
家
に
よ
っ
て
、セ
ザ
ン
ヌ
絵
画
を
語
る
言

葉
と
し
て
形
式
主
義
批
評
が
確
立
さ
れ
（
35
）、米
国
で
は
、膨
大
な
セ
ザ

ン
ヌ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
バ
ー
ン
ズ
博
士（A

lbert 
Coom

bs Barnes, 1872

―1951

）や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館

初
代
館
長
、ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｈ
．バ
ー（A

lfred H
am

ilton Barr 
Jr., 1902

―1981

）、
批
評
家
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ

（Clem
ent Greenberg, 1909

―1994

）、画
家
で
美
術
史
家
の
ア

ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン（Erle Loran, 1905

―1999

）な
ど
に
よ
っ
て
継
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承
さ
れ
て
い
っ
た
。か
つ
て
異
端
だ
っ
た
近
代
主
義（
モ
ダ
ニ
ズ

ム
）の
言
説
と
美
学
は
、か
つ
て
は
正
統
だ
っ
た
一
九
世
紀
以
来
の

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
趣
味
や
大
衆
美
学
を
俗
悪
で
下
劣
な
も
の
と
し
て
貶

め
排
除
す
る
高
級
な
エ
リ
ー
ト
趣
味
、新
た
に
正
統
を
自
認
す
る

巨
大
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
。

　

セ
ザ
ン
ヌ
の
最
初
期
の
コ
レ
ク
タ
ー
達
は
、投
機
や
資
産
形
成

を
目
的
と
し
た
の
で
は
な
く
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
で
画
家

の
美
的
闘
争
に
加
担
し
、そ
う
す
る
こ
と
で
、一
握
り
の
美
的
特
権

階
級
と
し
て
社
会
的
居
場
所
を
得
、そ
れ
を
確
か
な
も
の
に
し
よ

う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈
図
版
出
典
〉

図
１　

https://w
w
w
.cezannecatalogue.com

/resources/supplem
ental_im

-

ages.php?pageN
um

=3&
totalRow

s=716

図
２　

Paris, m
usée d

’Orsay, service de docum
entation, Cézanne

（Cat. d
’

Exp.

）, Galeries nationales du Grand Palais, 25 septem
bre 1995

―7 

janvier 1996, Éditions de la Réunion des M
usées N

ationaux, Paris, 

p. 531.

図
３　

https://ja.w
ikipedia.org/w

iki/%
E3%

82%
BF%

E3%
83%

B3%
E3%

82

%
A
E%

E3%
83%

BC%
E7%

88%
BA

%
E3%

81%
95%

E3%
82%

93#/m
edia/%

E3%
83%

95%
E3%

82%
A
1%

E3%
82%

A
4%

E3%
83%

A
B
:V

an_Gogh_-_

Portrait_of_Pere_T
anguy_1887-8.JPG

図
４　

https://w
w
w
.cezannecatalogue.com

/catalogue/entry.php?id=290

図
５　

https://en.w
ikipedia.org/w

iki/A
m

broise_V
ollard#

/m
edia/

File:A
m
broise_V

ollard,_standing_in_front_of_Picasso

’s_Evocaci%
C3 

%
B3n._El_entierro_de_Casagem

as.jpg

図
６　

John Rew
ald 

（in collaboration w
ith W

alter Feilchenfeldt and 

Jayne W
arm

an

）, T
he P

aintings of P
aul C

ézanne, A
 C

atalogue 

R
aisonné, V

ols. I, H
arry N

. A
bram

s, Inc. Publishers, N
ew

 Y
ork, 

1996, p. 339.

註（
１

）セ
ザ
ン
ヌ
の
コ
レ
ク
タ
ー
に
関
し
て
以
下
で
概
説
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

永
井
隆
則「
セ
ザ
ン
ヌ
の
コ
レ
ク
タ
ー
た
ち
」『
セ
ザ
ン
ヌ 

― 

近
代
絵
画
の
父
、と
は

何
か
？
』（
永
井
隆
則
編
）、三
元
社
、二
〇
一
九
年
、一
四
二
〜
一
五
八
頁
。

（
２

）Ｔ
．Ｊ
．ク
ラ
ー
ク
が「calicot

」と
呼
ん
だ
事
務
労
働
者
階
級
が
こ
れ
に
該
当
す
る

だ
ろ
う
。Cf. T

. J. Clark, T
he Painting of M

odern Life Paris in the 

A
rt of M

anet and his follow
ers, T

ham
es &

 H
udson, London, 1984, 

pp. 234

―235.

（
３

）Ém
ile Zola, É

crits sur l

’art, Gallim
ard, Paris, 1991, pp. 293

―4, pp. 

373

―4, p. 375, etc..（
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
著
／
三
浦
篤
・
藤
原
貞
郎
訳『
美
術
論
集
』

（
ゾ
ラ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
９

）藤
原
書
店
、二
〇
一
〇
年
。）

（
４

）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
が
以
下
で
分
析
し
て
い
る
：Ernst. H

. 

Gom
brich, 

“La psychanalyse et l

’histoire de l

’art,

” L

’Écologie des 

im
ages, Flam

m
arion, Paris, 1983, pp. 45

―79.

（
５

）Ém
ile Zola, ibid., 1991, p. 307.

（
６

）阿
部
良
雄『
絵
画
が
偉
大
で
あ
っ
た
時
代
』小
沢
書
店
、一
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八
〇
年
、に
書
名
と
し

て
使
わ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
を
借
用
し
た
が
内
容
は
無
関
係
で
あ
る
。

（
７

）Cf. T
akanori N

A
GA

Ï, Zola accuse par sa plum
e, Cezanne par son 

pinceau, Les actes du colloque international : Peut

―on parler d

’une 

am
itié créative entre Cezanne et Zola ? 

（https://w
w
w
.societe-ce 

zanne.fr/2020/05/06/zola-accuse-par-sa-plum
e-cezanne-par-son-

pinceau/

）, m
ai, 2020

（
８

）Henri Rochefort, L

’Am
our de laid, L

’Intransigeant, 9 m
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）Cf. A
lain M

adeleine
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（
10
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イ
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号
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あ
る
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al-
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言
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て
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ザ
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の
作
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前
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三
百
フ
ラ
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売
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て
く
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と
言
わ
れ
ま
し
た
が
断
り
ま
し
た
。と
て
も
大
切
に

し
て
い
ま
す
。余
程
の
事
が
な
い
限
り
、一
文
無
し
に
な
る
ま
で
手
放
し
ま
せ
ん
。」
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エ
ミ
ー
ル
・
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
宛
の
手
紙
、一
八
八
八
年
六
月
初
め
）
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a 

dernière chem
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20
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m
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arde 

（Exh. Cat.
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he M
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ew
 Y
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et-

ropolitan M
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―250.

35
Bijutsu Forum 21 vol.42

34
Bijutsu Forum 21 vol.42



（
22
）Cf. Paul D

urand

―R
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ザ
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事
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に
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る
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