
書　評  

セ
ザ
ン
ヌ
に
肉
薄
す
る
永
井
探
偵
の『
絵
画
に
お
け
る
真
実
』

　

錯
綜
し
た
事
実
の
断
片
を
拾
い
集
め
、巧
妙
に
つ
な
ぎ
と
め
て「
真
実
」に
迫
る

の
は
、ム
ッ
シ
ュ
ー
・
ポ
ワ
ロ
で
あ
る
。だ
が
、ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ（Paul Cezanne, 

1839

―1906

）も
ま
た
探
偵
で
あ
っ
た
と
い
う
話
は
聴
い
た
こ
と
が
な
い
。彼
は
画

家
で
あ
っ
た
。

　

永
井
隆
則
氏
の
著
書『
絵
画
に
お
け
る
真
実
』（
三
元
社
）は
本
文
の
み
で
六
七
三

頁
、注
釈
や
図
版
を
加
え
る
と
八
〇
〇
頁
を
越
え
る
大
著
で
あ
る
。永
き
に
わ
た
る

研
究
の
集
大
成
で
あ
ろ
う
。全
体
は
四
部
構
成
。第
Ⅰ
部
は「
絵
画
に
お
け
る
真
実
」

を
探
求
し
た
画
家
の
生
涯
と
作
品
、第
Ⅱ
部
は
、制
作
主
体
と
し
て
の
セ
ザ
ン
ヌ
、

第
Ⅲ
部
は
、セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
環
境
、第
Ⅳ
部
は
セ
ザ
ン
ヌ
の「
場
所
」と
な
っ
て
い

る
。

　

第
Ⅱ
部
第
２

章
の「
理
想
郷
と
し
て
の
女
性
表
象
」が
す
ば
ら
し
い
。セ
ザ
ン
ヌ

と
は「
美
的
テ
ロ
リ
ス
ト
」な
の
だ
と
断
じ
、セ
ザ
ン
ヌ
な
し
に
は
ピ
カ
ソ
の《
ア
ヴ

ィ
ニ
ョ
ン
の
娘
た
ち
》な
ど
の
斬
新
な
女
性
表
現
が「
誕
生
し
な
か
っ
た
」と
述
べ

る
あ
た
り
は
、す
べ
て
の
セ
ザ
ン
ヌ
・
フ
ァ
ン
を
微
笑
ま
せ
る
に
違
い
な
い
。

　

第
Ⅱ
部
の「
仕
上
げ（fini

）の
否
定
」と「
絵
画
に
お
け
る
真
実
」の
出
発
を
論
じ

る
第
３

章
も
大
い
に
啓
発
的
で
あ
る
。ス
イ
ス
の
古
典
主
義
的
画
家
ジ
ャ
ン
・
エ
テ

ィ
エ
ン
ヌ
・
リ
オ
タ
ー
ル（Jean

―Étienne Liotard, 1702

―89

）の
芸
術
理
論
が
適

切
に
引
用
さ
れ
て
い
て
、セ
ザ
ン
ヌ
の
技
法
が
古
典
的
な
サ
ロ
ン
絵
画
と
ど
ん
な

に
違
っ
て
い
る
の
か
が
見
事
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
部
第
３

章
の「
ロ
ダ
ン
と
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
的
連
帯
」の
章
も
ま
た
出
色
で

あ
る
。永
井
氏
は「
し
ば
し
ば
彼﹇
セ
ザ
ン
ヌ
﹈の
発
言
に
は
と
り
わ
け
ロ
ダ
ン
を
思

い
出
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
彼
の
故
郷
の
古
い
町
が
日
々
、破
壊
さ
れ

る
の
を
嘆
い
て
い
る
と
き
が
そ
う
で
す
」（
一
九
〇
七
年
十
月
九
日
付
書
簡
）と
い
う

リ
ル
ケ
の
こ
と
ば
に
触
発
さ
れ
て
、セ
ザ
ン
ヌ
と
ロ
ダ
ン
の
共
通
性
・
類
似
点
に
つ

い
て
語
っ
て
い
く
。そ
れ
は
ま
こ
と
に
鋭
く
大
胆
な
指
摘
で
あ
る
。正
直
な
と
こ
ろ
、

小
生
の
ご
と
き
凡
庸
な
人
間
は
セ
ザ
ン
ヌ
を
ロ
ダ
ン
と
比
較
し
よ
う
と
い
う
発
想

に
欠
け
て
い
る
。セ
ザ
ン
ヌ
の「
感
覚
」な
い
し「
気
質
」か
ら
、ロ
ダ
ン
の「
面
」と
リ

ル
ケ
の「
物（D

ing

）」へ
、そ
し
て
高
村
光
太
郎
の「
造
形
美
」へ
と
、夜
空
に
輝
く
星

座
の
よ
う
に
展
開
す
る
議
論
は
ま
こ
と
に
見
事
で
、精
読
に
値
す
る
。

　

第
Ⅲ
部
第
五
章
で
は「
ゾ
ラ
と
の
共
同
作
業
」が
論
じ
ら
れ
る
。セ
ザ
ン
ヌ
と
ゾ

ラ
と
は
竹
馬
の
友
で
あ
っ
た
。若
い
時
の
二
人
は
芸
術
や
文
学
に
つ
い
て
、大
い
に

語
り
合
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。セ
ザ
ン
ヌ
に
と
っ
て「
感
覚
」の
語
は
キ
ー
ワ
ー
ド
だ

が
、「
気
質（tem

péram
ent

）」も
ま
た
重
要
な
語
で
あ
っ
た
。「
芸
術
作
品
と
は
あ

る
気
質
を
通
し
て
見
ら
れ
た
被
造
物
の
一
隅
で
あ
る
」と
い
う
言
葉
は
一
八
六
六

年
の
ゾ
ラ
の
も
の
だ
っ
た
。こ
の
こ
と
は
若
い
時
期
に
二
人
が
共
通
す
る
観
念
を

い
だ
い
て
い
た
こ
と
、そ
し
て
、セ
ザ
ン
ヌ
は
そ
れ
を
晩
年
に
な
っ
て
も
捨
て
る
こ

と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。永
井
氏
は
セ
ザ
ン
ヌ
と
ゾ
ラ
の
共

通
理
解
が「
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
セ
ザ
ン
ヌ
芸
術
の
生
成
と
展
開
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
」と
し
、二
人
の
同
志
的
な
関
係
を
伝
え
て
い
る
。

　

永
井
氏
の
視
野
は
た
い
へ
ん
広
く
、第
Ⅲ
部
で
セ
ザ
ン
ヌ
の
コ
レ
ク
タ
ー
た
ち
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や
、ア
ー
ル
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
で
、第
８

章
で
は「
モ

ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
」と
セ
ザ
ン
ヌ
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。た
し
か
に
ル
・
コ
ル
ビ

ュ
ジ
エ（Le Corbusier, 1887

―1965

）は
セ
ザ
ン
ヌ
が
好
き
だ
っ
た
し
、カ
ジ
ミ
ー

ル
・
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ（K

asim
ir M

alrevitch, 1879

―1935

）も
セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
影
響

を
受
け
て
い
る
。し
か
し
、マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
が
引
用
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
言
葉
は
不
完

全
で
あ
る
こ
と
が
本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。永
井
氏
は
そ
の
勇
み
足
を「
創
造
的

に
誤
解
」さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
。セ
ザ
ン
ヌ
が
後
の
世
代
に
与
え
た
影
響
は
単
純

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。誤
解
や
逸
脱
を
ふ
く
む
、そ
の
関
係
を
論
じ
て
い
く
永
井

氏
の
姿
勢
は
適
格
に
し
て
総
合
的
で
あ
り
、ま
た
寛
容
で
も
あ
る
。

　

さ
て
さ
て
、永
井
隆
則
氏
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
真
理
・
真
実
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
九
〇
三
年
二
月
二
十
二
日
、南
フ
ラ
ン
ス
の
故
郷
に
あ
っ
た
セ
ザ
ン
ヌ
は
若

き
画
家
シ
ャ
ル
ル
・
カ
モ
ワ
ン
に
宛
て
て
こ
ん
な
手
紙
を
書
い
た
。

「
親
愛
な
る
カ
モ
ワ
ン
様
、

　

六
四
歳
と
も
な
る
と
と
て
も
疲
れ
ま
す
。あ
な
た
に
返
信
す
る
の
が
大
変

遅
く
な
り
、申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。ひ
と
こ
と
、ふ
た
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で

す
が
。（
中
略
）先
日
の
あ
な
た
の
手
紙
に
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、

私
は
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。―
す
べ
て
は
、と
く
に
芸
術
に
お

い
て
は
、自
然
に
触
れ
る
こ
と
で
発
展
し
、応
用
さ
れ
る
理
論
な
の
で
す
。

　

こ
ん
ど
お
会
い
す
る
と
き
に
は
、そ
ん
な
こ
と
を
大
い
に
語
り
合
い
ま
し

ょ
う
。

　

こ
れ
は
私
が
書
い
た
一
番
正
確
な
手
紙
で
す
。

　

私
の
信
条
。で
は
、ご
機
嫌
よ
ろ
し
く
。ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ

　

あ
な
た
に
お
会
い
す
る
と
き
に
は
、誰
よ
り
も
正
し
く
絵
画
に
つ
い
て
お

話
し
ま
す
。―
私
が
芸
術
に
つ
い
て
隠
す
も
の
は
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。あ

る
の
は
原
初
的
な
力
、つ
ま
り
気
質
だ
け
、そ
れ
が
人
を
し
て
到
達
す
べ
き
目

的
に
ま
で
至
ら
し
め
る
の
で
す
。」

　

セ
ザ
ン
ヌ
は
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
た
。こ
の
手
紙
の
中
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
論

の
ふ
た
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
登
場
し
て
い
る

―
つ
ま
り「
自
然
」と「
タ
ン
ペ
ラ

マ
ン（
気
質
）」だ
。次
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は「
発
展
」で
あ
る
。つ
ま
り
芸
術
の
理
論
が

自
然
と
の
接
触
に
よ
っ
て「
発
展
」す
る
と
い
う
考
え
。

　

か
つ
て
リ
オ
ネ
ロ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ（Lionello V

enturi, 1885

―1961

）が
考

察
し
た
よ
う
に
、セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は
時
期
に
応
じ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。各

時
期
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
真
理
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。し
か

し
、セ
ザ
ン
ヌ
が
自
己
の
芸
術
の
真
理
に
つ
い
て
明
言
を
す
る
の
は
、画
家
の
晩
年

な
の
で
あ
る
。一
九
〇
五
年
十
月
二
十
三
日
、セ
ザ
ン
ヌ
は
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー

ル
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
た
。「
私
は
絵
画
に
お
け
る
真
実
を
あ
な
た
に

負
っ
て
い
ま
す
の
で
、そ
れ
を
あ
な
た
に
お
話
し
ま
し
ょ
う
」。

　

セ
ザ
ン
ヌ
の「
真
理
」に
迫
る
こ
と
を
望
ん
だ
も
う
一
人
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

（Jacques D
errida, 1930

―2004

）だ
っ
た
。デ
リ
ダ
の
著
書『
絵
画
に
お
け
る
真

実
』は
セ
ザ
ン
ヌ
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
た
議
論
に
始
ま
る
。彼
の
言
葉
は
難
解
な
の

で
、私
な
り
に
嚙
み
砕
い
て
み
よ
う
。彼
は
絵
画
に
お
け
る
真
理
を
四
つ
の
仕
方
で

捉
え
る
。㈠
そ
の
第
一
は「
物
自
体
」に
か
か
わ
る
真
理
と
い
う
見
方
。㈡
二
つ
目
は

翻
訳
論
な
い
し
模
倣
論
で
あ
る
。つ
ま
り
絵
の
な
か
に
表
現
さ
れ
た「
真
理
」と
は
、

あ
く
ま
で
も
真
理
の
表
現
と
な
る
。㈢
三
つ
目
は
絵
画
の
な
か
に
は
じ
め
て
あ
ら

わ
れ
る
真
理
。そ
れ
は
絵
画
の
中
に
し
か
登
場
し
な
い
。㈣
そ
し
て
最
後
が
芸
術
論

に
お
け
る「
真
理
」と
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
デ
リ
ダ
の
議
論
は
錯
綜
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、彼
が
実
際
に
く
わ

し
く
論
じ
て
い
く
の
が
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
テ
ィ
テ
ュ
ス
＝
カ
ル
メ
ル（Gérard T

itus

―Carm
el, 1942

―

）や
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
で
あ
る
の
で
、セ
ザ
ン
ヌ
論
を
期
待
し
て
い

た
読
者
は
肩
す
か
し
を
食
わ
さ
れ
る
。

　

け
れ
ど
も
、デ
リ
ダ
が
注
目
し
た
と
お
り
、セ
ザ
ン
ヌ
の
物
言
い
に
は
謎
が
あ
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
は
、エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
あ
て
て「
絵
画
に
お
け
る
真
理
を
あ
な

た
に
負
っ
て
い
る
」と
書
き
な
が
ら
、そ
の
当
の
相
手
に
む
け
て「
真
理
」を
語
る
だ

ろ
う
と
書
く
。こ
こ
に
は
矛
盾
が
あ
る
。ま
た
、そ
れ
よ
り
も
二
年
前
に
画
家
は
シ

ャ
ル
ル
・
カ
モ
ワ
ン
に
宛
て
て「
誰
よ
り
も
正
し
く
絵
画
に
つ
い
て
」語
る
こ
と
を

約
束
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、そ
れ
を
信
じ
れ
ば
彼
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
負
う
も
の
な

ど
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。（
こ
こ
ま
で
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

―
と
い

（
1
）
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書　評 

っ
て
も
本
書
に
お
け
る
記
述
と
の
比
較
が
前
提
な
の
だ
が

―
本
書
の
著
者
で
あ
る

永
井
隆
則
氏
と
小
生
と
で
は
、セ
ザ
ン
ヌ
の
一
九
〇
五
年
十
月
二
十
三
日
付
け
ベ
ル
ナ

ー
ル
宛
て
書
簡
の
読
み
方
に
若
干
の
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。そ
の
差

異
の
味
わ
い
は
ま
こ
と
に
興
味
深
く
、美
術
史
学
と
い
う
無
上
の
楽
し
み
に
他
な
ら
な

い
。）

　

そ
し
て
晩
年
の
セ
ザ
ン
ヌ
が
あ
ま
り
ベ
ル
ナ
ー
ル
を
信
用
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。一
九
〇
六
年
九
月
十
三
日
付
け
の
息
子
宛
て
の
手
紙
に
は
、

強
い
否
定
的
な
言
葉
が
あ
る
。

　

セ
ザ
ン
ヌ
の
自
然
讃
美
は
老
い
る
に
つ
れ
て
強
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。彼
の
考
え
を「
自
然
に
即
し
た
自
己
表
現
」「
自
然
に
即
し
た
自
己
の
感
覚
の
実

現
」と
い
う
ふ
う
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。こ
の
点
に
お
い
て
、デ
リ
ダ
が
提
出
し

た
論
点
が
関
わ
っ
て
く
る
。セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
上
の「
真
理
」と
は
、絵
画
性
に
お
け

る
真
理
な
の
か
否
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。セ
ザ
ン
ヌ
が
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル

（Ém
ile Bernard, 1868

―1941

）に
負
っ
て
い
た
の
は
言
語
化
可
能
な
レ
ヴ
ェ
ル

で
の
事
柄
だ
っ
た
。し
か
し
セ
ザ
ン
ヌ
が
そ
れ
以
前
に
自
己
の
内
面
に
深
く
隠
し

持
っ
て
い
た
も
の
と
は
、絵
画
性
に
お
け
る
真
理
だ
っ
た
だ
ろ
う
。つ
ま
り
絵
画
と

い
う
固
有
の
形
態
の
な
か
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な「
真
理
」が
そ
れ
だ
。

　

永
井
氏
の
膨
大
な
著
書
に
お
い
て
、セ
ザ
ン
ヌ
書
簡
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、主
に
第
Ⅱ
部
の「
制
作
主
体
と
し
て
の
セ
ザ
ン
ヌ
」で
あ
る
。そ
こ
に
述
べ
ら
れ

た
セ
ザ
ン
ヌ
書
簡
の
出
版
の
経
緯
は
詳
し
く
、そ
れ
だ
け
で
も
好
学
の
読
者
に
大

き
な
寄
与
を
与
え
る
に
ち
が
い
な
い
。し
か
し
、彼
が
デ
リ
ダ
に
言
及
す
る
の
は
わ

ず
か
に
一
回
の
み（
六
五
九
頁
）。そ
し
て
著
者
は
か
の
哲
学
者
に
否
定
的
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
に
二
人
の
学
問
的
な
態
度
の
違
い
が
示
さ
れ
て
い
る
と
、ポ
ア
ロ
な

ら
言
う
だ
ろ
う
。

　

永
井
氏
の
個
性
が
よ
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
は
、本
書
第
Ⅳ
部
の
、セ
ザ
ン
ヌ
の

「
場
所
」に
関
す
る
論
考
で
あ
ろ
う
。セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
が
現
実
の
、特
定
の
場
所
に

根
差
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
研
究
者
は
多
く
、か
の
リ
ウ
ォ
ル
ド
や
ア
ー
ル
・

ロ
ー
ラ
ン
も
例
外
で
は
な
い
。現
在
で
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ェ
ド
ヴ
ィ
ル
氏
が
執
筆

し
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
油
彩
画《
モ
ン
ブ
リ
ア
ン
か
ら
見
た
サ
ン
ト
＝
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー

ル
山
》に
関
す
る
研
究
や
、レ
イ
モ
ン
・
ユ
ル
ツ
ュ
と
の
共
著
で
あ
る
マ
ル
ヌ
川
の

ほ
と
り
に
関
す
る
詳
細
な
地
域
的
研
究
は
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。こ
れ
ら
は
セ
ザ
ン

ヌ
協
会
の
サ
イ
ト
か
ら
閲
覧
で
き
る
。

　

私
の
知
る
限
り
、永
井
隆
則
は
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
セ
ザ
ン
ヌ
協
会
の
日
本
人
と

し
て
唯
一
の
正
規
会
員
で
あ
る
。協
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
に
あ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

は
彼
の
諸
論
考
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。こ
の
協
会
に
お
い
て
目
覚
ま
し
い
活
躍
を

し
て
い
る
の
が
シ
ェ
ド
ヴ
ィ
ル
氏
だ
が
、永
井
氏
の
関
心
も
ま
た
こ
の
地
域
的
な

研
究
に
連
な
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。永
井
氏
と
シ
ェ
ド
ヴ
ィ
ル
氏
の
見

解
の
相
違
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
、後
者
の
場
合
に
は「
場
所
」と
い
う
も
の
が
、厳

密
に
地
理
的
な
場
所
で
あ
っ
て
、地
図
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
の
調
査
を
基

本
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、永
井
氏
の
場
合
に
は
人
間
が
占
め
る「
社
会
」的
な

位
置
も
ま
た「
場
所
」で
あ
っ
て
、彼
の
考
察
の
対
象
と
な
る
。

　

そ
う
、永
井
隆
則
氏
は
哲
学
的
な
る
美
学
探
偵
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
社
会
学

者
の
ご
と
き
美
術
史
家
な
の
だ
と
思
う
。彼
は
純
粋
理
論
的
に
ベ
ル
ナ
ー
ル
や
デ

リ
ダ
に
対
決
す
る
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
歴
史
的
・
実
証
的
・
社
会
的
に
セ
ザ
ン

ヌ
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
こ
と
を
望
ん
だ
。芸
術
理
論
は
彼
の
著
作
の
な
か
に
描

か
れ
た
膨
大
な
登
場
人
物
の
ひ
と
り
な
の
だ
。著
作
そ
の
も
の
は
壮
大
に
し
て
華

麗
な
る
風
景
画
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
今
日
に
お
け
る
最
高
の
知
性
の
ひ
と
つ
が
描

き
得
る
言
語
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。彼
は
セ
ザ
ン
ヌ
と

い
う
山
の
頂
上
の
さ
ら
に
上
に
ま
で
高
く
舞
い
上
が
り
、そ
れ
を
俯
瞰
す
る
広
大

な
社
会
の
絵
画
を
描
い
た
の
だ
。孤
高
の
画
家
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
を「
一
種
の
社

会
参
加
」の
人
と
み
る
永
井
隆
則
の
視
点
は
、き
わ
め
て
斬
新
で
あ
っ
て
、近
年
に

お
け
る
セ
ザ
ン
ヌ
研
究
の
貴
重
な
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。こ
の
態
度
は
一
九
〇

六
年
十
月
十
六
日
、画
家
の
死
の
一
週
間
前
に
息
子
に
宛
て
て「
諸
感
覚
が
私
の
仕

事
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
、私
は
不
可
解
な
の
で
す
」と
書
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
に

対
す
る
見
事
な
返
答
に
も
み
え
て
く
る
。そ
の
作
品
を
、言
葉
に
よ
っ
て
直
接
に
把

握
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
会
と
の
か
か
わ
り
か
ら
見
え
て

く
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
や
り
方
だ
。そ
の
方
法
を
支
持
す
る
セ
ザ
ン
ヌ

の
言
葉
も
あ
る
。画
家
は
一
九
〇
五
年
十
月
二
十
三
日
に
ロ
ジ
ェ
・
マ
ル
ク
ス
に
宛

て
て「
私
の
考
え
で
は
、ひ
と
は
過
去
に
取
っ
て
代
わ
る
の
で
は
な
く
、そ
こ
に
ひ

と
つ
の
鎖
の
輪
を
付
加
す
る
の
み
で
す
」と
書
い
た
の
だ
っ
た
。セ
ザ
ン
ヌ
は
自
分

（
2
）
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が
美
術
史
の
、社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

我
が
国
を
代
表
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
研
究
者
の
膨
大
な
著
書
の
刊
行
を
祝
し
、こ
こ

ろ
か
ら
の
賛
辞
を
贈
り
た
い
。
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