
実践女子大学文学部　紀要　第 55 集

− 27 −

は
じ
め
に

オ
デ
ィ
ロ
ン･

ル
ド
ン
（
一
八
四
〇
¦
一
九
一
六
）
に
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
を
主

題
と
し
た
作
品
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
カ
タ
ロ
グ･
レ
ゾ
ネ
に
は
十
八
点
の
作
品

が
収
録
さ
れ
て
い
る1

。
油
彩
が
多
い
も
の
の
、
他
に
パ
ス
テ
ル
、
水
彩
、
木
炭
と

さ
ま
ざ
ま
な
素
材
が
見
ら
れ
、
大
半
は
晩
年
の
時
期
、
一
九
〇
〇
年
頃
よ
り
後
に

制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
１
～
４
）。
こ
れ
ら
の
中
に
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア

と
断
定
で
き
な
い
も
の
が
数
点
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
彼
が
こ
の
主
題
を
好
ん
だ

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ル
ド
ン
が
多
様
な
素
材
で
描
い
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア

作
品
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
、
二
つ
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
い
ず
れ

の
作
品
で
も
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
水
死
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
も
う
ひ

と
つ
は
、
物
語
の
説
明
的
な
描
写
が
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
『
ハ
ム
レ
ッ

ト
』
に
登
場
す
る
女
性
で
あ
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
、
恋
人
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
父

の
敵
を
討
つ
た
め
に
狂
人
を
装
っ
た
た
め
に
、
自
分
へ
の
愛
を
失
っ
た
と
思
い
こ

む
。
さ
ら
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
誤
っ
て
彼
女
の
父
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
衝
撃

を
受
け
て
、
正
気
を
失
い
、
小
川
で
溺
死
す
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
戯
曲
の
主
人

公
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
世
紀
絵
画
に
お
い
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
一
緒
の
場
面
や
王
た
ち
の
前
で
発
狂
が
兆
す
情
景

だ
け
で
は
な
く
、
単
独
の
姿
、
特
に
彼
女
の
死
（
水
死
す
る
場
面
や
、
そ
の
直
前

の
花
輪
を
手
に
し
た
姿
な
ど
）
は
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
先
行
作
品

と
比
べ
て
、
ル
ド
ン
の
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿

で
は
日
本
の
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
二
点
（
図
１
・
３
）
を
中
心
に
、
ル
ド

ン
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
主
題
で
描
こ
う
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
い2

。

一
、
先
行
作
品
と
物
語

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
は
一
八
世
紀
後
半
か
ら
、
母
国
の
イ
ギ
リ
ス
で
盛
ん

に
絵
画
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
概
ね
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が

ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品

六　

人　

部　
　

昭　

典
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で
き
る3

。
第
一
は
、
名
優
が
人
気
を
博
し
た
役
柄
の
い
で
た
ち
で
描
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド･

ギ
ャ
リ
ッ
ク
が
リ
チ
ャ
ー
ド
Ⅲ
世
を
演
じ
る
姿
は
、

彼
と
親
し
か
っ
た
ホ
ガ
ー
ス
ら
に
よ
っ
て
絵
画
化
さ
れ
、
こ
の
後
も
、
ジ
ョ
ン･

フ
ィ
リ
ッ
プ･

ケ
ン
ブ
ル
や
ウ
ィ
リ
ア
ム･

チ
ャ
ー
ル
ズ･

マ
ク
レ
デ
ィ
と
い
っ

た
時
代
を
代
表
す
る
俳
優
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
た
。
第
二
は
上
演
さ
れ
た
舞
台
の

情
景
を
再
現
し
た
も
の
で
、
版
画
商
の
ジ
ョ
ン･

ボ
イ
デ
ル
が
計
画
し
た
シ
ェ
ー

ク
ス
ピ
ア･

ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
こ
の
種
の
絵
画
の
興
隆
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
。
彼
の
構
想
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
の
名
場
面
を
大
小
二
組
の
絵
に
描
か

せ
、
版
画
に
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
大
き
い
方
は
額
装
を
考
慮
さ
れ
、
小
さ

い
方
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
戯
曲
集
の
挿
絵
に
用
い
る
）。
彼
の
計
画
が
画
壇
の
賛

同
を
得
た
背
景
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
文
学
や
歴
史
の
主
題
に
基
づ
く
物
語
絵

画
が
主
流
と
な
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
三
十
二
人
の
画
家

に
よ
っ
て
計
一
六
七
点
の
絵
画
が
制
作
さ
れ
、
一
七
八
九
年
に
開
館
し
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
を
飾
っ
た
の
だ
っ
た
（
こ
れ
ら
の
作
品
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
伴
う
経
済
危

機
で
売
却
さ
れ
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
閉
館
す
る
）。
第
三
は
実
際
の
上
演
に
こ
だ
わ

ら
ず
に
、
画
家
が
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
に
着
想
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
り
、

ロ
マ
ン
主
義
の
広
が
り
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
制
作
さ
れ
た
。
他
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
画
家
た
ち
に
も
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
主
題
が
愛
好
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
一
九
世
紀
中
頃
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
ら
に
よ
る
作
例
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
な
展
開
の
中
で
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
単
独
で
扱
わ
れ
、
水
死
の
場
面
が

好
ん
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
で
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
小
川
で
溺
れ
死
ん
だ
こ
と

は
王
妃
の
話
と
し
て
語
ら
れ
る
だ
け
で
、水
死
す
る
場
面
自
体
は
な
い（
し
た
が
っ

て
、
こ
の
場
面
が
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
原
則
的
に
な
い
）。
第
四
幕
第

七
場
で
、王
妃
は
次
の
よ
う
に
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
（
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
兄
）
に
語
る
。

　
　

柳
の
木
が
一
本
、
小
川
の
う
え
に
差
し
か
か
っ
て
、

　
　

白
い
葉
裏
を
流
れ
の
鏡
に
映
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　

あ
の
娘こ

は
柳
の
葉
を
使
っ
て
、
き
ん
ぽ
う
げ
、
い
ら
く
さ
、
ひ
な
ぎ
く

　
　

そ
れ
に
口
さ
が
な
い
羊
飼
い
た
ち
が
淫
ら
な
名
で
呼
び
、

　
　

純
潔
な
乙
女
た
ち
は
死
人
の
指
と
呼
ん
で
い
る
紫し

ら
ん蘭

を
そ
え
て
、

　
　

き
れ
い
な
花
輪
を
上
手
に
つ
く
り
、
そ
の
花
の
冠
を
枝し

垂だ

れ
た
枝
に

　
　

掛
け
よ
う
と
、
よ
じ
登
っ
た
途
端
、
枝
は
情つ

れ

な
く
折
れ
て
、

　
　

形
見
の
花
輪
も
ろ
と
も
、
哀
れ
に
む
せ
ぶ
小
川
に
落
ち
ま
し
た
。

　
　

裳も
す
そ裾

は
ひ
ろ
が
り
、し
ば
ら
く
は
人
魚
の
よ
う
に
川か

わ
も面

を
た
だ
よ
い
な
が
ら
、

　
　

古
い
賛
美
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。

　
　

身
に
迫
る
危
険
も
知
ら
ぬ
げ
に
、

　
　

水
に
生
れ
水
に
慣
れ
親
し
ん
だ
生い

き
も
の物

の
よ
う
に
。

　
　

で
も
、
そ
れ
も
束
の
間
、
裳も

す
そ裾

は
た
っ
ぷ
り
と
水
を
吸
い
、

　
　

あ
の
か
わ
い
そ
う
な
娘こ

を
美
し
い
歌
声
か
ら
引
き
離
し
て
、

　
　

川
底
の
泥
の
な
か
に
引
き
ず
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す4

。

ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
と
そ
の
周
辺
の
画
家
た
ち
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
水
死
す
る
情

景
を
好
ん
で
描
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
、
ミ
レ
イ
の
作
品
（
図
５
）
は
代
表
的
な

も
の
で
あ
る
。
画
面
左
上
に
柳
の
枝
が
描
か
れ
、
そ
の
下
、
小
川
の
流
れ
に
沿
っ

て
漂
う
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
体
は
ゆ
っ
く
り
と
沈
も
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
が
作
っ

た
花
輪
は
開
い
た
手
か
ら
離
れ
て
、
水
面
に
浮
か
ぶ
。
開
い
た
眼
は
焦
点
が
合
わ

ず
、「
古
い
賛
美
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
」
と
い
う
口
も
開
い
て
い
る
。
そ
し
て

戯
曲
に
記
さ
れ
た
柳
や
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
、
イ
ラ
ク
サ
、
ヒ
ナ
ギ
ク
、
シ
ラ
ン
（
ミ
ソ

ハ
ギ
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
加
え
て
、
画
面
右
端
の
ワ
ス
レ
ナ
グ
サ
、
水
面
に
漂
う
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ケ
シ
、
首
も
と
の
ス
ミ
レ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
々
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
体
を
取

り
囲
み
、
覆
う
。
こ
れ
ら
の
植
物
が
、
柳
は
失
恋
、
ア
オ
ス
ミ
レ
は
誠
実
と
い
う

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
場
面
に
関
わ
る
意
味
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い5

。『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
は
こ
の
部
分
に
限
ら
ず
、
種
々
の
花
の
喩
え
が
見
出
さ

れ
る
。
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
は
第
四
幕
第
五
場
で
、
発
狂
し
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
姿
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、「
五
月
の
薔
薇
、
い
と
し
き
乙
女
、
心
や
さ
し
い
妹6

」
と

語
り
、
一
方
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
花
言
葉
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な

花
を
周
り
の
人
物
た
ち
に
差
し
出
す
（
こ
れ
が
舞
台
に
登
場
す
る
彼
女
の
最
後
の

姿
と
な
る
）。
ミ
レ
イ
は
戯
曲
に
記
さ
れ
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
死
を
忠
実
に
描
き

出
し
、
さ
ら
に
花
々
が
に
な
う
意
味
を
克
明
な
描
写
の
中
に
伝
え
て
い
る
。
私
た

ち
は
花
の
喩
え
だ
け
で
は
な
く
、
水
が
表
象
す
る
も
の
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
澄
ん
だ
小
川
の
水
は
見
る
者
に
清
純
さ
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
ま
た

水
は
そ
れ
自
体
の
形
を
も
た
ず
、
ど
ん
な
器
に
も
収
ま
る
の
で
、
受
動
性
を
示
唆

す
る
。
ミ
レ
イ
の
作
品
で
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
体
が
流
れ
に
沿
っ
て
水
平
に
漂

い
、
衣
装
は
水
を
含
ん
で
、
彼
女
の
体
と
水
は
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
（
戯
曲
に

も
「
水
に
生
れ
水
に
慣
れ
親
し
ん
だ
生い

き
も
の物

の
よ
う
に
」
と
記
さ
れ
る
）。
服
の
花

模
様
が
水
面
に
浮
か
び
上
が
り
、
水
面
に
漂
う
花
々
と
混
じ
り
合
う
と
と
も
に
、

く
す
ん
だ
褐
色
に
よ
っ
て
彼
女
の
死
を
語
る
。
ミ
レ
イ
は
花
々
や
水
と
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
れ
ら
が
示
唆
す
る
意
味
を
踏
ま
え
て
、
彼
女
の
悲
劇
を

視
覚
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
主
題
の
流
行
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ム･

ダ
イ
ク
ス
ト
ラ
は
従
属
性
が
際
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
時
代
に
描
か
れ
た
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
の
顔
立
ち
に
「
病
弱
崇
拝
」
と
い
う
べ
き
傾
向
を
見
出
し
て
い
る7

。

ミ
レ
イ
が
描
い
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
流
れ
に
沿
っ
て
漂
い
、
ゆ
っ
く
り
と
沈
み
ゆ

く
。
悲
劇
的
な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
末
に
死
を
迎
え
る
の
で
あ
り
、
水
や
花
々
と

一
体
と
な
っ
た
彼
女
の
姿
は
、
た
し
か
に
従
属
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
眼
と
口
を
開
き
、
放
心
し
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
表
情
は
か
弱
く
、
は
か

な
い
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ズ
の
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》（
ミ
レ
イ
の
絵
が
発
表
さ
れ
た

一
八
五
二
年
の
ロ
イ
ヤ
ル･

ア
カ
デ
ミ
ー
展
に
展
示
さ
れ
る
）
や
、
ワ
ッ
ツ
の
作

例
（
図
６
）
に
は
、
極
端
に
細
い
腕
と
や
つ
れ
た
表
情
が
見
ら
れ
、
ダ
イ
ク
ス
ト

ラ
の
指
摘
を
う
な
ず
か
せ
る
。
病
（
具
体
的
に
は
肺
結
核
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
）
は
何
よ
り
も
運
命
に
対
す
る
無
力
さ
と
従
属
を
示
し
、
さ
ら
に
は
美
化
さ

れ
た
の
だ
っ
た
。

ロ
マ
ン
主
義
の
広
が
り
に
伴
い
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
で
愛
好
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
最
も
強
い
関
心
を
寄
せ
た
の
は
ド
ラ
ク
ロ
ワ

で
あ
る
。
彼
は
特
に
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
好
み
、
二
三
歳
の
折
に
制
作
し
た
最
初

の
自
画
像
（
一
八
二
一
年　

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
）
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
擬
え
た
も
の

だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
い
く
つ
か
の
場
面
を
油
彩
で
描
く
と
と

も
に
、一
八
四
三
年
に
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
版
画
集
を
発
表
し
て
い
る
（
一
八
六
四

年
に
第
二
版
）。版
画
集
に
収
め
ら
れ
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
水
死
す
る
情
景（
図
７
）

は
、一
八
三
八
年
に
描
か
れ
た
油
彩
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン　

ノ
イ
エ･

ピ
ナ
コ
テ
ー
ク
）

と
ほ
ぼ
同
じ
構
図
で
、
小
川
が
画
面
手
前
か
ら
奥
へ
と
流
れ
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア

は
左
腕
で
柳
の
枝
を
握
っ
て
い
る
が
、
彼
女
の
体
は
水
面
に
落
ち
る
（
物
語
の
時

間
軸
に
沿
っ
て
い
え
ば
、
ミ
レ
イ
の
作
品
に
描
か
れ
た
場
面
の
直
前
）。
モ
ノ
ク

ロ
ー
ム
の
版
画
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
花
が
表
象
す
る
も
の
は
あ
ま
り
目
立
た

な
い
が
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
も
戯
曲
の
記
述
に
基
づ
い
て
画
面
を
構
成
し
て
い
る
。
特

に
こ
こ
で
は
、
花
輪
を
枝
に
掛
け
よ
う
と
し
た
途
端
、
枝
が
折
れ
て
、
川
に
落
ち

る
と
い
う
経
緯
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
顔
は
眼
と
口
が
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わ
ず
か
に
開
き
、
自
ら
の
運
命
に
対
す
る
絶
望
が
窺
わ
れ
、「
形
見
の
花
輪
」
を

持
つ
右
手
は
あ
ら
わ
な
胸
に
添
え
ら
れ
る
。
ミ
レ
イ
ら
の
絵
と
は
異
な
り
、
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
の
体
は
豊
か
で
、
逞
し
く
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
だ
。
こ
の
構
図
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
枝
を
握
り
締
め
る
垂
直
の
腕
と
、
水
面
に
落
ち
た
体
の
水
平
が
対

比
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
逞
し
い
左
腕
は
生
を
掴
も
う
と
す
る
も
の
の
、
体

は
死
へ
と
流
さ
れ
て
ゆ
く
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
こ
の
対
比
を
通
し
て
、
生
か
ら
死
へ

の
転
換
を
劇
的
に
伝
え
て
い
る
。

先
行
作
品
と
し
て
取
り
上
げ
た
ミ
レ
イ
と
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
に
つ
い
て
、
ル

ド
ン
と
の
接
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。
ミ
レ
イ
の
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》
は
一
八
五
五

年
に
開
催
さ
れ
た
パ
リ
万
国
博
の
折
に
展
示
さ
れ
、
パ
リ
で
も
ず
い
分
と
注
目
さ

れ
て
い
る8

。
当
時
ボ
ル
ド
ー
に
い
た
ル
ド
ン
（
一
五
歳
）
が
こ
れ
を
見
た
と
は
考

え
に
く
い
が
、
一
八
六
六
年
に
は
複
製
版
画
が
制
作
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ル
ド
ン

が
版
画
を
通
し
て
ミ
レ
イ
作
品
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
少
な
く
な
い9

。
一
方
、

ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
つ
い
て
は
、
ル
ド
ン
が
若
い
時
期
に
最
も
敬
愛
し
た
画
家
が
こ
の

ロ
マ
ン
主
義
の
巨
匠
だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
一
八
五
九
年
に
パ

リ
の
夜
会
で
見
か
け
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
後
を
追
い
、
手
紙
も
送
る
）。
ル
ド
ン
は

一
八
七
八
年
に
長
文
の
ド
ラ
ク
ロ
ワ
論
を
書
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、「
彼
［
ド

ラ
ク
ロ
ワ
］
は
自
ら
の
心
と
感
受
性
の
た
め
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
バ
イ
ロ
ン
を

読
み
、
小
躍
り
す
る
ほ
ど
感
動
し
た10

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
若
い
時
期
の
ル
ド

ン
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
博
物
学
者
ア
ル
マ
ン･

ク
ラ
ヴ
ォ
ー
が
ド
ラ
ク
ロ
ワ

を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
ル
ド
ン
は
晩
年
の
回
想
で
、
ク
ラ

ヴ
ォ
ー
の
ド
ラ
ク
ロ
ワ
観
を
こ
う
記
し
て
い
る
。「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
台
詞
で

は
、
人
物
の
全
体
が
た
だ
ひ
と
つ
の
言
葉
で
直
ち
に
感
じ
と
ら
れ
る
が
、
ド
ラ
ク

ロ
ワ
も
同
じ
で
、
場
面
中
に
描
か
れ
た
ひ
と
つ
の
手
、
ひ
と
つ
の
腕
が
、
人
物
の

性
格
の
す
べ
て
を
表
し
て
い
る
、
と
彼
は
語
る
の
で
す11

」。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
記

述
は
先
の
版
画
作
品
に
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
ル
ド
ン
は
後
に
な
っ
て
も

（
回
想
が
記
さ
れ
た
一
九
〇
九
年
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
を
手
が
け
た
時
期
に
重

な
る
）、
ク
ラ
ヴ
ォ
ー
が
ド
ラ
ク
ロ
ワ
と
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
結
び
つ
け
て
い
た

こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
の
だ
。
ル
ド
ン
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
主
題
を
扱
う
の
に

際
し
て
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
例
（
版
画
）
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ

れ
る
。

二
、
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
が
も
つ
特
徴

１
．
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品

は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
は
す
べ
て
彼
女
が

水
死
す
る
場
面
を
扱
っ
て
い
る
が
、
物
語
の
説
明
的
な
描
写
は
思
い
切
っ
て
捨
象

さ
れ
て
い
る
。
先
行
作
品
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
点
は
改
め
て
確
認
で
き
る
だ
ろ

う
。
ル
ド
ン
の
作
品
に
は
小
川
や
柳
の
枝
と
い
っ
た
設
定
は
認
め
ら
れ
ず
、
水
面

と
波
が
暗
示
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
花
々
（
そ
れ
ぞ
れ
に
花
言
葉
と
し
て
の
意
味

を
も
つ
）
は
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
形
見
と

な
る
花
輪
を
手
に
す
る
こ
と
も
な
い
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
も
胸
か
ら
上
が
描
か
れ
る

だ
け
で
（
頭
部
だ
け
の
作
品
も
少
な
く
な
い
）、
彼
女
の
体
全
体
が
川
を
漂
う
姿

は
見
ら
れ
な
い
。
ル
ド
ン
は
あ
る
素
描
（
図
８
）
に
、「
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
よ
う
な

文
学
作
品
を
造
形
的
な
表
現
に
移
し
替
え
る
と
い
う
考
え
を
抱
い
た
こ
と
は
一
度

も
な
い12

」
と
記
し
て
い
る
。
彼
は
文
学
に
想
を
得
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
テ
キ
ス

ト
を
再
現
し
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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具
体
的
に
作
品
を
検
討
し
よ
う
。

鹿
児
島
市
立
美
術
館
所
蔵
の
作
品
（
図
１
）
で
は
、
画
面
中
央
に
水
中
へ
と
沈

む
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
姿
（
上
半
身
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
の
体
は
ふ
っ

く
ら
と
し
て
お
り
、
わ
ず
か
に
左
胸
が
の
ぞ
く
（
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
例
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
）。オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
横
顔
を
傾
け
、静
か
に
眼
と
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。

水
面
は
灰
色
で
描
か
れ
、
や
や
沈
ん
だ
青
と
白
の
筆
触
が
波
を
示
唆
す
る
。
彼
女

の
周
囲
に
は
花
々
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
像
を
結
ぶ
も
の
は
少
な
く
、
赤
褐

色
か
ら
赤
に
至
る
色
彩
が
存
在
を
暗
示
す
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
絵
は
ル
ド
ン
に

よ
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
主
題
の
代
表
的
な
作
例
で
、
類
似
し
た
構
成
の
も
の
が
他
に

も
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
点
（
図
２
）
で
は
、
画
面
左
、
黒
に
近
い
色
と
紫

で
花
が
暗
示
さ
れ
る
（
紫
は
ス
ミ
レ
を
連
想
さ
せ
る
が
、
黒
い
色
彩
は
む
し
ろ
死

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
）。
そ
し
て
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
髪
に
は
明
る
い
黄
色
で
花
が

添
え
ら
れ
、
頭
の
周
り
で
は
光
背
の
よ
う
に
映
る
。
ル
ド
ン
は
こ
う
し
た
花
々
や

水
面
の
描
写
に
関
し
て
、
形
態
を
再
現
す
る
こ
と
よ
り
も
、
色
彩
が
も
つ
暗
示
す

る
力
を
重
視
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
二
点
で
は
、
画
面
の
主
役

で
あ
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
顔
の
描
写
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

人
物
を
描
く
場
合
に
顔
は
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
柔
ら

か
な
線
で
横
顔
の
輪
郭
が
描
か
れ
る
だ
け
で
、
彩
色
は
少
な
い
。
こ
の
特
徴
は
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
お
そ
ら
く
ル
ド
ン
は
、
前

半
期
の
木
炭
素
描
や
そ
れ
を
転
写
す
る
石
版
画
に
お
け
る
経
験
を
参
考
に
し
た
の

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彩
色
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
顔
に

光
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

前
半
期
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
作
品
と
の
関
連
で
は
、
横
顔
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ

な
い
。
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
十
八
点
の
う
ち
、
横
顔
は
十
七
点
に
の
ぼ

る
。
横
顔
は
顔
の
半
分
し
か
描
か
れ
な
い
た
め
、
表
情
に
つ
い
て
の
描
写
は
半
減

さ
れ
る
。
絵
を
見
る
私
た
ち
の
視
線
が
人
物
の
表
情
と
交
わ
り
対
話
す
る
こ
と
は

な
く
、
そ
れ
を
退
け
る
傾
向
が
強
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
に
は
人
物
描
写
に

適
さ
な
い
構
図
な
の
だ
が
、
逆
に
横
顔
は
人
物
に
超
越
的
な
雰
囲
気
を
与
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
ル
ド
ン
は
前
半
期
の
作
品
で
、
横
顔
が
も
つ
こ
う
し
た
特
質
を
十

分
に
生
か
し
て
お
り
（
図
９
）、
横
顔
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
そ
の
変
奏
だ
と
い
え

る（
こ
の
点
は
後
半
期
の
他
の
人
物
に
も
当
て
は
ま
る
）。
も
っ
と
も
、《
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
》
作
品
の
場
合
は
、
鹿
児
島
市
立
美
術
館
の
絵
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
体
は

斜
め
正
面
を
向
く
も
の
が
多
い
。
顔
と
体
の
両
方
が
真
横
を
向
く
場
合
と
は
異
な

り
、
観
者
の
視
線
を
拒
む
厳
め
し
さ
は
な
い
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
横
顔
は
眼
と
口

を
閉
ざ
し
、
自
分
の
内
へ
と
集
中
す
る
よ
う
で
あ
る
。

岐
阜
県
美
術
館
が
所
蔵
す
る
作
品
（
図
３
）
に
は
唯
一
、横
顔
で
な
い
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
が
描
か
れ
て
い
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
顔
は
斜
め
か
ら
捉
え
ら
れ
、
彼
女
は

静
か
に
眼
と
口
を
閉
ざ
す
。右
に
傾
け
た
彼
女
の
顔
も
、波
に
洗
わ
れ
る
体
も
ほ
っ

そ
り
と
し
て
お
り
、
閉
じ
ら
れ
た
眼
の
周
囲
に
は
微
か
な
緑
の
影
、
唇
に
は
淡
い

ピ
ン
ク
が
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
図
１
の
作
例
な
ど
と
は
異
な
っ
た
特

徴
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
一
方
で
、
花
の
描
写
の
特
徴
は
共
通
し
、
抽
象
化
が
さ

ら
に
進
ん
で
い
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
右
側
、
波
の
う
ね
り
の
中
に
用
い
ら
れ
た

薄
紫
か
ら
青
に
至
る
色
彩
が
花
の
存
在
を
暗
示
す
る
だ
け
で
、
像
を
作
る
も
の
は

な
い
（
し
い
て
挙
げ
れ
ば
、
濃
い
青
の
小
さ
な
円
が
縦
に
連
な
る
の
は
花
輪
の
名

残
か
も
し
れ
な
い
）。
こ
の
絵
に
描
か
れ
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
細
く
、
少
し
あ
お

ざ
め
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
か
弱
さ
や
病
弱
な
感
じ
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
し
っ
か
り
と
閉
じ
ら
れ
た
眼
と
結
ば
れ
た
口
も
と
が
、
静
寂
の
中
に
毅
然

と
し
た
表
情
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
三
点
の
作
品
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品

に
は
次
の
二
つ
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
第
一
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
顔
と
体
が

水
の
流
れ
に
沿
っ
た
水
平
で
は
な
く
、
水
面
と
交
差
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
垂
直
に
近
い
向
き
の
も
の
は
十
八
点
中
十
四
点
を
占
め
、
残
る
四

点
に
は
、
顔
は
水
平
で
あ
る
も
の
の
、
首
か
ら
下
は
垂
直
に
近
づ
く
作
品
（
図
４
）

も
認
め
ら
れ
る13

。
ル
ド
ン
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
構
図
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
見
た
ミ
レ
イ
の
作
例
で
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
体
が
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
水

平
に
漂
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
運
命
に
対
し
て
受
け
身
で
、
無
力
な
ま
ま
死

を
迎
え
る
こ
と
が
私
た
ち
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
流
さ
れ
て
ゆ
く

水
平
の
体
と
枝
を
掴
む
垂
直
の
腕
を
対
比
し
て
お
り
、
前
者
は
運
命
を
、
後
者
は

精
一
杯
の
抵
抗
を
示
す
。
だ
が
、
そ
の
抗
い
も
一
瞬
で
、
前
者
が
勝
利
を
収
め
る

こ
と
に
な
る
。
水
面
と
交
差
す
る
よ
う
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
体
を
描
い
た
ル
ド
ン

の
構
成
は
、
運
命
に
対
し
て
従
属
的
な
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
と
い
う
設
定
か
ら
離
れ
て

い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
で
、
ル
ド
ン
が
描
い
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア

の
静
か
な
表
情
に
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
例
が
示
す
抵
抗
や
絶
望
は
認
め
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
。
こ
の
表
情
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
彼
女
の
閉
じ
ら
れ
た
眼
と
口

に
他
な
ら
な
い
。こ
れ
が
ル
ド
ン
の
作
品
の
も
つ
第
二
の
特
徴
で
あ
る
。眼
が
は
っ

き
り
と
閉
じ
ら
れ
て
い
る
作
品
は
十
八
点
中
十
三
点
、
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
作
品

は
十
七
点
に
の
ぼ
る14

。
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
の
ひ

と
つ
は
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２
．《
眼
を
閉
じ
て
》
と
の
関
連

ル
ド
ン
の
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》
作
品
、
特
に
眼
と
口
を
閉
ざ
し
た
オ
フ
ィ
ー
リ

ア
の
顔
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
〇
年
に
制
作
さ
れ
た
《
眼
を
閉
じ
て
》（
図
10
）

と
の
関
連
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
《
眼
を
閉
じ
て
》
は
ル

ド
ン
芸
術
の
展
開
の
中
で
、
前
半
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
か
ら
後
半
の
華
や
か
な
色
彩

へ
の
移
行
を
示
す
重
要
な
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
彼
に
と
っ

て
は
、
最
初
の
国
家
買
い
上
げ
と
な
っ
た
作
品
で
も
あ
っ
た15

。
絵
を
見
る
と
、
水

平
線
に
ほ
っ
そ
り
と
し
た
顔
立
ち
の
人
物
が
現
れ
る
。
少
し
左
に
傾
け
ら
れ
た
顔

は
眼
と
口
を
閉
ざ
し
て
お
り
、
何
か
に
聞
き
入
る
よ
う
な
張
り
つ
め
た
表
情
を
見

せ
る
。
こ
の
人
物
（
男
性
と
も
、
女
性
と
も
特
定
し
が
た
い
不
思
議
な
雰
囲
気
を

伴
う
）
の
表
情
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
の
も
の
に
近
似
す
る
。《
眼
を
閉
じ
て
》

の
制
作
に
際
し
て
、ル
ド
ン
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
《
瀕
死
の
奴
隷
》（
一
五
一
三

¦
一
五
年　

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
）
か
ら
示
唆
を
得
た
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
《
瀕
死

の
奴
隷
》
に
つ
い
て
一
八
八
八
年
の
手
記
に
、「
閉
じ
ら
れ
た
眼
の
下
で
、
何
と

い
う
知
性
の
動
き
が
生
起
し
て
い
る
こ
と
か16

」
と
記
し
た
の
だ
っ
た
。

閉
じ
ら
れ
た
眼
は
私
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
示
唆
す
る
。
死
、眠
り
や
夢
、

苦
し
み
、
瞑
想
や
内
省
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
口

は
主
に
沈
黙
を
表
す
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
場
合
、
物
語
の
展
開
上
、
閉
じ
ら
れ
た

眼
は
死
と
結
び
つ
け
ら
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

ル
ド
ン
の
作
品
で
は
、
少
な
く
と
も
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
眼
は
悲
劇
的
な
死
の
結

果
と
し
て
、
受
動
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
彼
女
の
表
情
は
口
も
と
を
結

び
、
自
ら
眼
を
閉
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ル
ド
ン
の
他
の
作
品

で
は
、
首
を
少
し
傾
け
、
眼
と
口
を
閉
ざ
し
た
顔
の
型
は
受
難
の
キ
リ
ス
ト
、
荊

の
冠
を
付
け
ら
れ
、
苦
悩
す
る
姿
（
図
12
）
に
も
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、《
眼

を
閉
じ
て
》
と
似
た
構
図
を
示
す
木
炭
素
描
《
苦
し
み
》（
図
13
）
に
同
じ
顔
の

型
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
修
道
女
の
よ
う
な
姿
の
女
性
が
体
を
半
ば
水
の
中

に
沈
め
、
眼
と
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
二
点
で
は
口
が
き
つ
く
結
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ば
れ（
へ
の
字
に
近
い
）、苦
し
み
に
耐
え
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
、オ
フ
ィ
ー

リ
ア
の
表
情
は
諦
観
に
似
た
静
か
さ
を
伴
う
。

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
物
語
（
彼
女
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
の
主
人
公
で
は
な

い
が
）
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
対
す
る
彼
女
の
一
途
な
思
い
と
失
意
（
恋
人
の
気
持

ち
が
離
れ
た
と
思
い
こ
ん
だ
こ
と
）、
そ
し
て
悲
劇
的
な
死
に
要
約
さ
れ
る
。
ま

た
死
の
場
面
に
不
可
欠
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、水
と
花
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
的
に
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
一
生
は
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
理

解
さ
れ
る
。彼
女
が
絶
望
す
る
の
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
狂
気
を
装
っ
た
た
め
で
あ
り
、

死
に
対
し
て
も
、
彼
女
は
無
力
な
ま
ま
、
従
う
し
か
な
か
っ
た
。
ル
ド
ン
は
こ
の

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
物
語
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
察

で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ル
ド
ン
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
生
涯
に
受
動
性
や
従
属
性
を

見
て
は
い
な
い
。た
し
か
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
死
は
突
然
に
訪
れ
た
も
の
で
あ
り
、

彼
女
が
望
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ル
ド
ン
が
描
い
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
、
眼

と
口
を
閉
ざ
し
た
彼
女
の
表
情
に
は
、
失
意
の
苦
し
み
と
死
を
自
ら
の
意
志
で
受

け
入
れ
よ
う
と
す
る
心
の
動
き
が
窺
わ
れ
る
（
彼
女
は
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
へ
の
思
い
を
貫
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
）。
ル
ド
ン
が

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
に
見
出
し
た
「
知
性
の
動
き
」
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に

も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ル
ド
ン
は
「
題
名
は
、
漠
然
と
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
意
義

が
あ
り
ま
す17

」
と
記
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
多
義
性
と
暗
示
が
象
徴
主
義
の
基
本

語
法
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
表
情
が
示
唆

す
る
も
の
を
ひ
と
つ
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、作
品
を
詳
し
く
見
て
ゆ
く
中
で
、

む
し
ろ
意
味
の
広
が
り
を
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。そ
の
た
め
に
も
、オ
フ
ィ
ー

リ
ア
の
死
に
付
随
す
る
重
要
な
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
、
水
と
花
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

三
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
に
お
け
る
水
と
花

１
．
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
と
水

オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
《
眼
を
閉
じ
て
》
に
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
同
時
期
に
制

作
さ
れ
た
作
品
（
図
11
）
が
あ
る
。
先
行
作
品
で
は
画
面
手
前
に
荒
涼
と
し
た
大

地
が
広
が
り
、
地
平
線
の
向
こ
う
に
光
輪
を
伴
っ
た
人
物
が
姿
を
現
す
。
人
物
に

は
胸
の
ふ
く
ら
み
が
見
ら
れ
、
傾
け
ら
れ
た
顔
は
眼
と
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
こ

の
画
面
構
成
は
、明
ら
か
に
前
半
期
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
作
品
に
見
ら
れ
る
「
出
現
」

の
構
図
（
図
14
）
に
由
来
す
る
。
一
八
七
九
年
の
第
一
版
画
集
『
夢
の
な
か
で
』

に
収
め
ら
れ
た
《
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
》
を
見
る
と
、
三
段
の
階
段
の
先
、
闇
の
中
に
突

然
、
巨
大
な
眼
球
が
姿
を
現
す
。
こ
の
後
も
、
ル
ド
ン
は
窓
枠
や
敷
居
と
い
っ
た

仕
切
り
の
向
こ
う
に
超
越
的
な
も
の
が
姿
を
現
す
と
い
う
構
図
を
繰
り
返
し
用
い

た
の
だ
っ
た
。

オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
作
品
は
、
大
地
が
海
に
代
わ
り
、
光
輪
は
消
え
る
が
、
や

は
り
「
出
現
」
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
た
だ
、注
意
し
て
見
る
と
、

人
物
の
右
側
で
水
平
線
を
示
す
濃
い
青
の
描
線
が
わ
ず
か
に
上
へ
傾
き
、
首
の
輪

郭
の
後
ろ
に
伸
び
て
い
る
。
こ
の
描
線
は
褐
色
の
髪
の
上
に
重
な
っ
て
お
り
、
制

作
の
最
終
段
階
で
加
え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、
画
面
左
で
は
、
同
じ
描

線
は
人
物
の
右
肩
口
の
手
前
に
、
平
坦
な
ま
ま
伸
び
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
眼
を

閉
じ
た
人
物
は
水
平
線
の
向
こ
う
に
出
現
す
る
よ
う
に
も
、
水
の
中
か
ら
現
れ
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
ル
ド
ン
は
オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
《
眼
を
閉
じ
て
》
を
制
作
す



六人部：ルドンのオフィーリア作品

− 34 −

る
中
で
、
先
行
作
品
の
大
地
を
海
に
代
え
る
と
と
も
に
、
人
物
と
水
を
関
わ
ら
せ

る
構
成
を
模
索
し
始
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
先
に
紹
介
し
た
木
炭
素
描《
苦
し
み
》

は
類
似
し
た
構
図
を
示
す
も
の
だ
が
、
画
面
右
側
の
水
平
線
は
人
物
の
背
後
に
位

置
し
て
お
り
（
た
だ
、
左
端
で
は
こ
れ
よ
り
も
低
く
な
る
）、
女
性
は
水
の
中
に

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る18

。
ル
ド
ン
は
《
眼
を
閉
じ
て
》
の
後
に
オ
フ
ィ
ー
リ

ア
作
品
を
手
が
け
る
の
に
際
し
て
、
こ
の
主
題
に
女
性
人
物
と
水
の
関
わ
り
を
見

出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

《
眼
を
閉
じ
て
》
の
人
物
は
水
平
線
の
向
こ
う
、
あ
る
い
は
水
中
か
ら
現
れ
出

る
が
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
水
に
沈
む
。
も
っ
と
も
、
ル
ド
ン
は
戯
曲
に
語
ら
れ
た

小
川
と
い
う
設
定
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
周
囲
で
は
水
面

が
波
立
ち
、
垂
直
に
沈
む
彼
女
の
体
は
水
の
深
み
を
暗
示
す
る
。
先
に
ミ
レ
イ
の

《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》
に
関
し
て
、
水
は
そ
れ
自
体
の
形
を
も
た
な
い
た
め
に
従
属

性
を
示
唆
す
る
と
指
摘
し
た
が
、
形
を
も
た
な
い
こ
と
は
一
方
で
、
水
が
も
つ
流

動
性
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
。
水
の
流
動
は
す
べ
て
の
も
の
を
無
に
帰
す
と
と

も
に
、
生
命
を
生
み
出
す
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
体
が
沈
み
ゆ
く
深
み
は
こ
の
よ
う

な
原
初
的
な
水
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
女
性
も
ま
た
生
命
を
産
む
。
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
は
自
ら
受
け
入
れ
た
死
に
向
か
う
と
と
も
に
、
生
命
の
源
へ
帰
っ
て
ゆ
く
の

だ
ろ
う
。

水
が
も
つ
多
義
的
な
広
が
り
の
中
で
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
を
捉
え
直

す
と
、
岐
阜
県
美
術
館
所
蔵
作
品
の
位
置
づ
け
、
特
に
《
眼
を
閉
じ
て
》
と
の
関

係
が
注
目
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
唯
一
、
横
顔
で
な
い
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
が
描
か
れ
、ほ
っ
そ
り
と
し
た
顔
立
ち
な
ど
、他
の
作
例
と
は
異
な
っ

た
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
顔
立
ち
は
《
眼
を
閉
じ
て
》
の
も
の
に
近
似
す
る
。

ま
た
首
を
傾
け
る
方
向
が
逆
で
あ
る
も
の
の
、
体
の
向
き
も
近
い
。
ル
ド
ン
の
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
に
つ
い
て
、
個
々
の
制
作
年
を
細
か
く
特
定
す
る
の
は
難
し
い

が
、《
眼
を
閉
じ
て
》
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
の
作
品
は
早
い
時
期
の
制
作
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
顔
の
型
だ
け
で
は
な
く
、
画
面
左
の
水
平
線
が
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
の
右
肩
口
の
手
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
画

面
右
で
は
渦
巻
く
波
が
上
昇
し
、彼
女
の
左
肩
を
水
中
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
。

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
背
後
が
闇
に
な
っ
て
お
り
、
画
面
右
上
に
黄
色
い
光
が
描
き
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
珍
し
い
。こ
の
よ
う
な
特
徴
を
見
せ
る
本
作
品
に
つ
い
て
は
、

「
夜
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
」
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る19

。
も
ち
ろ
ん
、
戯
曲
に

し
た
が
え
ば
夜
の
情
景
で
は
あ
り
え
な
い
が
、
ル
ド
ン
は
テ
キ
ス
ト
に
こ
だ
わ
る

こ
と
な
く
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
主
題
を
扱
っ
て
い
る
。
彼
が
《
眼
を
閉
じ
て
》
を
制

作
し
た
後
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
主
題
を
通
し
て
水
と
女
性
の
関
わ
り
を
追
求
し
た
こ

と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
夜
と
い
う
設
定
も
斥
け
が
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
右
上
の

黄
色
い
光
は
月
明
か
り
を
示
す
こ
と
に
な
る
（
一
方
、《
眼
を
閉
じ
て
》
で
は
水

面
に
曙
光
が
射
す
）。
こ
こ
で
は
天
空
の
月
光
（
月
の
満
ち
欠
け
）
と
水
の
流
動

（
潮
の
満
ち
引
き
）、
そ
し
て
生
命
を
産
む
女
性
の
体
の
リ
ズ
ム
が
響
き
合
う
の
で

あ
る
。

２
．
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
と
花

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
の
中
で
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
死
の
場
面
に
種
々

の
花
が
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
花
言
葉
と
し
て
の
意
味
を
に
な
う
。
し
か
し
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ル
ド
ン
は
個
々
の
花
の
形
を
あ
ま
り
描
か
ず
、
色

彩
で
花
の
存
在
を
暗
示
す
る
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
ル
ド
ン
が
花
と
い
う

モ
チ
ー
フ
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
後
半
期
に
お
い
て
花
は

極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
作
品
は
花
の
静
物
画
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で
あ
り
、
人
物
と
花
を
組
み
合
わ
せ
た
作
例
も
少
な
く
な
い
の
だ
。
ル
ド
ン
は

な
ぜ
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
で
花
を
暗
示
的
に
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
「
暗

示
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
暗
示
の
芸
術
は
、
も
の
が
夢
に

向
か
っ
て
光
を
放
つ
よ
う
に
、
思
索
が
そ
こ
に
向
か
う
の
で
す
。［
…
…
］
定
義

す
る
こ
と
、
頭
で
理
解
す
る
こ
と
、
限
定
す
る
こ
と
、
断
言
す
る
こ
と
は
無
用

で
あ
り
、
誠
実
で
率
直
な
新
し
さ
と
い
う
も
の
は
、
美
を
含
め
て
、
そ
れ
自
体

で
意
味
を
も
つ
の
で
す20

」。
暗
示
は
曖
昧
で
あ
り
な
が
ら
も
、
動
き
の
中
に
広
が

り
、
輝
き
を
得
る
。
花
に
強
い
関
心
を
向
け
て
い
た
ル
ド
ン
は
、
む
し
ろ
そ
れ

ゆ
え
に
、
花
々
が
花
言
葉
と
い
う
固
定
さ
れ
た
意
味
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
あ
る

い
は
使
い
古
さ
れ
た
象
徴
に
頼
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

次
に
、
眼
と
口
を
閉
ざ
し
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
表
情
（
特
に
多
く
の
作
品
に
描

か
れ
た
横
顔
）
と
花
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
こ
の
点
を
考
え
る
上
で
、

興
味
深
い
素
描
（
図
15
）
が
あ
る
。
画
面
右
に
描
か
れ
た
人
物
は
（
長
髪
の
人

物
は
男
性
だ
ろ
う
か
）、
眼
と
口
を
閉
ざ
し
た
横
顔
を
見
せ
、
右
手
を
顎
に
添
え

て
い
る
。
こ
の
ポ
ー
ズ
と
顔
の
型
は
瞑
想
を
示
唆
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ

し
て
素
描
の
左
に
は
次
の
よ
う
な
詩
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
空
は
晴
れ
わ
た
り
、

ど
ん
な
音
も
、
囁
き
も
な
い
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
湖
の
ほ
と
り
、
野
原
が
広
が
り
、

花
々
は
悩
ま
し
い
香
り
を
放
つ
。
自
然
は
、
神
秘
的
で
普
遍
の
教
義
に
似
て
、
天

空
か
ら
賛
歌
を
響
か
せ
る
。
私
は
唱
和
し
て
み
る
。
私
の
魂
は
ご
く
小
さ
く
、
こ

ん
な
に
も
遠
く
、
こ
ん
な
に
も
取
る
に
足
ら
な
い
の
だ
が21

」。
も
っ
と
も
、
画
面

を
見
る
と
、
横
顔
の
人
物
の
側
に
は
、
小
さ
な
鉢
植
え
の
花
（
種
類
も
特
定
し
が

た
い
）
が
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
詩
句
に
綴
ら
れ
た
野
の
広
が
り
と
天
空

か
ら
響
く
賛
歌
は
、
小
さ
な
花
の
香
り
に
心
を
傾
け
る
人
物
の
、
瞑
想
の
中
だ
け

に
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
魂
は
小
さ
く
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ

の
自
然
の
賛
歌
に
唱
和
す
る
。

鹿
児
島
市
立
美
術
館
の
作
品
で
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
閉

じ
ら
れ
た
口
と
眼
が
沈
黙
と
内
省
な
ど
を
示
唆
す
る
。
そ
の
横
顔
は
自
ら
の
内

に
耳
を
澄
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
彼
女
の
周
囲
に
は
、
赤
褐
色

か
ら
赤
に
至
る
色
彩
が
花
の
存
在
を
暗
示
し
て
、
広
が
る
。
眼
と
口
を
閉
ざ
し

た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
言
葉
を
に
な
っ
た
花
々
で
飾
ら
れ
、
覆

わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
心
の
内
へ
と
集
中
す
る
中
で
花
と
出
会
う
の
で
あ
る
。

比
較
的
遅
い
時
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
《
花
の
中
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》（
図

16
）
は
、
画
面
に
花
が
大
き
く
描
か
れ
、
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
で
は

例
外
的
な
特
徴
を
示
す
。
髪
に
花
を
付
け
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
画
面
右
下
に
小

さ
く
描
か
れ
る
だ
け
で
、
画
面
の
主
役
は
花
に
代
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

水
面
や
花
々
が
パ
ス
テ
ル
の
鮮
や
か
な
色
彩
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
彩
色
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
手
法
は
先
に
言
及
し
た

よ
う
に
、
彼
女
の
体
に
内
か
ら
兆
す
光
を
与
え
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
横
顔
は

や
は
り
眼
と
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
他
の
多
く
の
作
品
と
は
異
な
り
、
彼
女
は

顔
を
少
し
上
げ
て
お
り
、
そ
の
先
に
は
画
面
の
主
役
を
つ
と
め
る
花
々
が
現
れ

る
。
数
種
の
葉
に
用
い
ら
れ
た
パ
ス
テ
ル
の
青
色
は
水
面
の
青
と
も
響
き
合
い

な
が
ら
、
画
面
左
上
へ
と
昇
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
華
や
か
な
花
々
は
、
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
の
心
の
中
に
幻
視
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
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四
．
結
び
に
か
え
て

ル
ド
ン
が
描
い
た
眼
と
口
を
閉
ざ
し
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
た
ち
。《
眼
を
閉
じ
て
》

の
後
に
制
作
さ
れ
た
作
品
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
顔
の
型
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
主
題

に
も
認
め
ら
れ
る
。
前
半
期
の
ル
ド
ン
は
第
一
版
画
集
の
《
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
》
に
見

ら
れ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
眼
球
の
モ
チ
ー
フ
を
木
炭
素
描
や
石
版
画
に
描
い

て
き
た
。
眼
球
は
闇
に
現
れ
、
あ
る
い
は
空
中
を
浮
遊
す
る
。
さ
ら
に
花
と
合
体

さ
れ
た
作
例
も
制
作
さ
れ
た
。
こ
れ
ほ
ど
眼
球
や
眼
差
し
に
こ
だ
わ
っ
た
ル
ド
ン

が
、後
半
期
に
は《
眼
を
閉
じ
て
》で
眼
と
口
を
閉
ざ
し
た
人
物
を
描
き
、オ
フ
ィ
ー

リ
ア
や
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
に
も
同
様
の
表
情
を
与
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
モ
ノ
ク

ロ
ー
ム
か
ら
色
彩
世
界
へ
の
移
行
で
も
あ
り
、
ル
ド
ン
の
芸
術
は
前
半
期
か
ら
後

半
期
へ
と
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
え
る
。
眼
球
や
見
開
か
れ
た
眼
か
ら
、
閉
ざ
さ

れ
た
眼
へ
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
、
肉
体
的
な
眼
を
閉
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内

な
る
精
神
の
世
界
を
開
こ
う
と
し
た
の
だ
と
要
約
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ

22う
。

た
だ
、
ル
ド
ン
は
『
芸
術
家
の
打
ち
明
け
話
』
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。「
私
は
自
分
な
り
に
ひ
と
つ
の
芸
術
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
見
え
る
世

界
の
驚
異
的
な
も
の
の
上
に
眼
を
開
い
て
、
生
と
自
然
の
法
則
に
従
お
う
と
心
が

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
っ
た
も
の
で
す
。
人
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
な
こ
と
を
い

い
ま
す
が23

」。
こ
の
手
記
は
晩
年
の
ル
ド
ン
が
生
涯
と
芸
術
の
歩
み
を
振
り
返
っ

た
も
の
だ
が
、
書
き
出
し
の
一
文
は
、
控
え
め
な
ル
ド
ン
に
し
て
は
珍
し
く
矜
持

を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
文
章
は
、
主
に
前
半
期
の
作
品
に
見
出
さ

れ
る
奇
異
な
イ
メ
ー
ジ
（
さ
ま
ざ
ま
に
変
幻
す
る
眼
球
も
含
ま
れ
る
）
に
向
け
ら

れ
た
批
判
と
称
賛
に
対
し
て
、
彼
が
懐
疑
的
だ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
私
た
ち

は
ル
ド
ン
が
生
涯
を
通
し
て
、
現
実
（
眼
に
見
え
る
世
界
）
に
関
心
を
寄
せ
て
き

た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
、「
ひ
と
つ
の
小
石
、
草
の
葉
、
ひ
と

つ
の
手
、
ひ
と
つ
の
横
顔
、
そ
の
他
の
生
あ
る
も
の
、
な
い
も
の
を
丁
寧
に
写
そ

う
と
努
め
る
中
で
、
心
が
沸
騰
点
に
近
づ
く
の
を
感
じ
る
の
で
す24

」
と
も
述
べ
て

い
る
。
現
実
に
対
し
て
眼
を
開
き
、
自
然
が
見
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
姿
や
表
情
を
見

つ
め
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
小
さ
な
花
の
繊
細
な
色
や
香
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ル
ド

ン
を
内
な
る
精
神
世
界
に
導
く
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
一
貫
し
て
変
わ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注1
：	

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
主
題
の
作
品
番
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。W

440, W
441, 

W
891

～903, W
905

～907.	

な
お
九
〇
四
番
の
作
品
は
カ
タ
ロ
グ･

レ

ゾ
ネ
で
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
死
」
の
項
目
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
題
名

は
《
ミ
ュ
ー
ズ
》
で
あ
り
、
描
か
れ
た
人
物
の
特
徴
も
考
慮
し
て
、
こ
こ

で
は
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。A

lice W
ildenstein, C

atalogue raisonné 

de l’œ
uvres peint et dessinéè, vol.I: Portraits et figures,vol.II: M

ythes et 

legends,vol.IV: Étude et grandes décorations, Paris 1992, 1994, 1998.	

な
お
、
カ
タ
ロ
グ
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
挿
図
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
、
ま
た

は
本
文
と
注
に
記
す
。
ル
ド
ン
作
品
の
題
名
・
素
材
・
サ
イ
ズ
等
は
基
本

的
に
本
書
に
基
づ
く
。

2
：	
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
主
題
を
含
め
、
ル
ド
ン
の
作
品
に
関
し
て
は
カ
タ
ロ
グ･

レ
ゾ
ネ
の
他
、
主
に
次
の
文
献
を
参
照
。Exh., cat., O

dilon Redon 1840-

1916, B
ordeaux (G

alerie des B
eaux-A

rts) 1985, exh.cat., O
dilon Redon, 

prince of dream
s, A

m
sterdam

 (Van G
ogh M

useum
) 1994-95, exh. cat., 
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O
dilon Redon: Prince du rêve 1840-1916, Paris 2011. Jodi H

autm
an, 

Beyond the Visible: The Art of O
dilon Redon, N

ew
 York 2005.

『
オ

デ
ィ
ロ
ン･

ル
ド
ン
展
』（
展
覧
会
図
録
）　

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館	

一
九
七
三
年
、『
オ
デ
ィ
ロ
ン･

ル
ド
ン
展
』（
展
覧
会
図
録
）　

東
京
国
立

近
代
美
術
館
（
他
）　

一
八
八
九
年
、
展
覧
会
図
録　
『
ル
ド
ン
展
―
絶
対

の
探
求
―
』（
展
覧
会
図
録
）　

岐
阜
県
美
術
館
（
他
）　

二
〇
〇
二
年
、『
ル

ド
ン
と
象
徴
主
義
―
一
八
八
〇
年
代
を
中
心
に
』（
展
覧
会
図
録
）　

三
菱

一
号
館
美
術
館
（
他
）　

二
〇
一
一
¦
一
二
年
、
本
江
邦
夫　
『
オ
デ
ィ
ロ
ン

･

ル
ド
ン　

光
を
孕
む
種
子
』　

み
す
ず
書
房　

二
〇
〇
三
年
、
山
本
敦
子	

「
沈
黙
、昼
、夜　

幻
想
に
彩
ら
れ
た
修
道
院
の
壁
画
」　
［
編
集
］
太
田
泰
人
・

高
橋
裕
子　
『
音
楽
を
め
ざ
す
絵
画
』　

講
談
社　

一
九
九
三
年　

三
六
¦

四
五
頁
、
山
本
敦
子
・［
監
修
］
高
橋
明
也　
『
ル
ド
ン　

生
涯
と
作
品
』　

東
京
美
術　

二
〇
一
一
年
。

3
：	

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
が
絵
画
に
描
か
れ
た
歴
史
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
文

献
を
参
照
。『
西
洋
絵
画
の
な
か
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
展
』（
展
覧
会
図
録
）	

茨
城
県
近
代
美
術
館
（
他
）　

一
九
九
二
¦
九
三
年
。
ま
た
次
の
文
献
に

は
こ
の
点
と
ミ
レ
イ
の
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》
に
つ
い
て
、
高
橋
裕
子
氏
に

よ
る
簡
潔
な
説
明
が
見
ら
れ
る
。「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア　

絵
に
な
っ
た
シ
ェ
ー

ク
ス
ピ
ア
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
」　
『
音
楽
を
め
ざ
す
絵
画
』　

前
掲
書　

五
八
¦

七
五
頁
。

4
：	

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア　
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』　

野
島
秀
勝
訳　

岩
波
文
庫　

二
〇
〇
二
年　

二
六
三
¦
六
四
頁
。

5
：	

野
島
秀
勝
氏
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
注
釈
に
、「
柳
は
古
来
、
失
恋
の
表
象
、

恋
人
を
失
っ
た
者
は
柳
で
嘆
き
の
花
環
を
つ
く
る
と
さ
れ
て
き
た
」
と
記

し
て
い
る
（
同
上
書　

二
六
三
頁
）。
ま
た
花
言
葉
は
国
や
地
域
に
よ
っ
て

異
な
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
例
を
優
先
さ
せ
た
。
春

山
行
夫　
『
花
こ
と
ば
（
上
）　

花
の
象
徴
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』　

平
凡
社　

一
九
九
六
年　

三
三
九
頁
。

6
：	『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』　

前
掲
書　

二
四
一
頁
。

7
：	

ダ
イ
ク
ス
ト
ラ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
、
狂
気

に
陥
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
人
へ
の
献
身
を
最
も
完
璧
に
立
証
し
、
花
と

等
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
自
分
の
体
を
花
で
埋
め
尽
く
し
、

つ
い
に
は
、
水
死
し
て
水
底
に
沈
む
運
命
に
身
を
委
ね
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

女
性
は
従
属
物
で
あ
る
と
す
る
一
九
世
紀
の
男
性
の
こ
の
う
え
な
く
他
愛

な
い
幻
想
を
満
足
さ
せ
た
の
で
あ
る
」。『
倒
錯
の
偶
像
―
世
紀
末
幻
想
と

し
て
の
女
性
像
』　

富
士
川
義
之
（
他
）
訳　

パ
ピ
ル
ス　

一
九
九
四
年　

八
九
頁
。
ま
た
ダ
イ
ク
ス
ト
ラ
は
ヒ
ュ
ー
ズ
作
品
に
お
け
る
オ
フ
ィ
ー
リ

ア
に
つ
い
て
、「
彼
女
は
窶
れ
、
結
核
患
者
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、

病
人
の
イ
コ
ン
に
必
要
な
属
性
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る

（
同
書　

九
〇
頁
）。「
病
弱
崇
拝
」
に
つ
い
て
は
同
書
の
六
一
¦
八
一
頁
。

ダ
イ
ク
ス
ト
ラ
の
指
摘
は
興
味
深
い
が
、
個
々
の
作
品
が
示
す
表
現
の
違

い
（
ル
ド
ン
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
作
品
も
同
じ
文
脈
で
言
及
）
が
、
十
分
に

考
慮
さ
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
九
世
紀
に
お
け
る
オ
フ
ィ
ー
リ

ア
主
題
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

8
：	
た
と
え
ば
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
評
で
四
年
前
の
展

覧
会
に
言
及
し
、「
あ
ん
な
に
も
細
心
な
詩
人
ミ
レ
イ
」
と
記
し
て
い
る
。

C
harles B

audelaire, `Salon de 1859`, Œ
uvres com

plètes, II, bibliothèque 

de la pléiade, Paris 1976, p.609.
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9
：	

ル
ド
ン
は
一
八
九
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
に
旅
行
し
て
い
る
が
、
テ
ー
ト･

ギ
ャ

ラ
リ
ー
の
開
館
は
一
八
九
七
年
で
あ
る
の
で
、
ヘ
ン
リ
ー･

テ
ー
ト
が
所

蔵
し
て
い
た
ミ
レ
イ
の
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》
を
実
見
す
る
機
会
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

10
：	 O

dilon R
edon, À soi-m

êm
e, Paris 1985, p.171. 

な
お
訳
文
に
つ
い
て
は
次

の
邦
訳
を
参
照
。『
ル
ド
ン　

私
自
身
に
』　

池
辺
一
郎
訳　

み
す
ず
書
房	

一
九
八
三
年
。

11
：	 Ibid., p.19.

12
：	 W

ildenstein, op. cit., IV, p.129. 

13
：	

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
顔
と
体
が
水
平
に
近
い
も
の
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

W
900, W

901, W
902, W

907.

14
：	

次
の
二
点
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
は
っ
き
り
と
眼
を
開
い
て
い
る
。W

899, 

W
900.

こ
れ
ら
の
作
品
の
中
に
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
と
特
定
し
が
た
い
も
の
も

含
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、
水
平
な
頭
部
と
開
か
れ
た
眼
と
い
う
両
方
の
特
徴

を
示
す
作
品
（W

900

）
に
つ
い
て
、
村
上
暁
子
氏
は
「
目
を
大
き
く
瞠
っ

た
む
し
ろ
恐
ろ
し
い
型
の
顔
か
ら
豪
光
が
指
す
と
い
う
異
常
な
点
」
を
指
摘

し
、「
水
中
を
流
れ
ゆ
く
殉
教
聖
女
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
」と
述
べ
て
い
る
。

「
図
版
解
説　

オ
フ
エ
リ
ア
」　
『
美
術
史
』
第
二
一
巻
第
四
号　

一
九
七
二

年　

一
六
二
¦
六
三
頁
。
同
号
に
収
め
ら
れ
た
村
上
氏
の
論
文
も
示
唆
的

で
あ
る
。「
オ
デ
ィ
ロ
ン･

ル
ド
ン
の
想
像
力
絵
画
の
諸
問
題
（
１
）」　

一
一
九
¦
四
二
頁
。
ま
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
口
に
つ
い
て
は
、
九
〇
七
番

の
作
品
だ
け
が
わ
ず
か
に
開
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

15
：	《
眼
を
閉
じ
て
》
に
つ
い
て
は
、
ル
ド
ン
が
海
上
を
彼
の
生
と
芸
術
の
拠
り

ど
こ
ろ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
生
い
立
ち
を
回
想
し

た
中
で
、
母
親
の
胎
内
に
宿
さ
れ
た
ま
ま
大
西
洋
を
渡
っ
た
こ
と
を
語
り
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
海
上
に
さ
ま
よ
う
運
命
が
長
引
き
、
波
の
上

に
生
ま
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。
後
に
苦
し
み
悩
ん
で
ブ
ル
タ
ー

ニ
ュ
の
断
崖
か
ら
海
を
見
つ
め
て
い
た
折
、
深
淵
の
上
に
あ
る
あ
の
国
籍

の
な
い
場
所
こ
そ
私
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
」(R

edon, op. cit., 

p.11)

。
波
の
上
を
漂
う
芸
術
家
の
姿
は
素
描
《
水
面
を
漂
う
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス
の
頭
部
》（
一
八
九
一
年	 W

881

）
や
《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
首
》（
一
八
八
七

年	 W
882

）
を
想
起
さ
せ
る
が
、
ル
ド
ン
は
《
眼
を
閉
じ
て
》
の
後
、
も
う

ひ
と
つ
の
文
学
主
題
と
し
て
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
を
手
が
け
る
。
そ
し
て
波
の
下

の
深
淵
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
沈
み
ゆ
く
場
所
に
他
な
ら
な
い
。
回
想
に
記

さ
れ
た
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
断
崖
は
、
一
八
七
五
年
七
月
に
赴
い
た
カ
ン
ペ
ー

ル
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
ル
ド
ン
は
印
象
派
の
画
家
た
ち
と
同
世
代
だ
が
、

彼
ら
が
前
年
に
最
初
の
グ
ル
ー
プ
展
を
開
催
し
た
の
に
対
し
、
ル
ド
ン
は

ま
だ
自
ら
の
芸
術
を
模
索
す
る
さ
な
か
だ
っ
た
。
そ
し
て
同
じ
一
八
七
四

年
に
は
敬
愛
す
る
父
親
が
世
を
去
っ
て
い
る
。
カ
ン
ペ
ー
ル
で
の
手
記
に

は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
私
の
芸
術
で
確
か
な
も
の
は
何
か
と
問
わ
れ

る
。
言
葉
で
ご
ま
か
す
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
制
作
し
え
た
作
品

だ
け
が
確
実
な
も
の
だ
、
と
答
え
る
の
が
良
識
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
以
上
の
こ
と
は
す
べ
て
未
知
に
属
す
る
。
他
者
の
潜
在
的
な
可
能
性
と

い
う
神
秘
の
中
で
花
開
く
か
も
し
れ
な
い
の
だ
」(Ibid., p.49)

。
最
後
に
記

さ
れ
た
文
章
は
、
暗
示
の
も
つ
力
、
曖
昧
で
あ
り
な
が
ら
、
見
る
も
の
の

中
に
何
か
を
呼
び
覚
ま
す
力
を
語
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ル
ド
ン
は

四
年
後
の
一
八
七
九
年
に
よ
う
や
く
、
最
初
の
石
版
画
集
『
夢
の
な
か
で
』

を
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。
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本
江
邦
夫
氏
は
《
眼
を
閉
じ
て
》
が
一
八
九
〇
年
に
制
作
さ
れ
て
か
ら
、

発
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
長
ら
く
ア
ト
リ
エ
に
私
蔵
さ
れ
て
い
た
経
緯
に

着
目
し
、
制
作
の
動
機
と
し
て
、
ル
ド
ン
と
親
し
か
っ
た
若
い
批
評
家
エ

ミ
ー
ル･

エ
ヌ
キ
ャ
ン
が
画
家
の
目
前
で
溺
死
し
た
事
件
（
一
八
八
八
年
）

を
指
摘
す
る
。
同
書
は
、こ
の
作
品
と
文
学
の
関
係
に
対
す
る
言
及
を
含
め
、

示
唆
に
富
む
。
前
掲
書　

二
七
二
¦
三
〇
〇
頁
。
な
お
、
ル
ド
ン
と
文
学

の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。D

ario G
abboni, The B

rush 

and the Pen, trns., M
ary W

hittall, C
hicago and London 2011.

16
：	 R

edon, op. cit., p.95.

17
：	 Ibid., p.26. 

18
：	

こ
の
素
描
が
制
作
さ
れ
た
時
期
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。《
眼
を
閉
じ
て
》

（
一
八
九
〇
年
）
に
先
行
す
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
（『
オ
デ
ィ
ロ
ン･

ル
ド
ン
展
』［
一
八
八
九
年
］　

前
掲
書　

一
三
二
頁
）、
水
平
線
の
位
置
に

着
目
す
る
と
、《
眼
を
閉
じ
て
》
以
後
の
展
開
の
中
で
制
作
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
素
描
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
四
年
の
サ
ロ
ン･

ド
ー

ト
ン
ヌ
展
で
あ
る
。

19
：	

本
江
氏
の
指
摘
。『
オ
デ
ィ
ロ
ン･

ル
ド
ン
展
』（
一
八
八
九
年
）　

同
上
書	

一
四
二
頁
。

20
：	 R

edon, op.cit., p.26. 

21
：	 W

ildenstein, op.cit., I, p.174. 

22
：	

こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
が
興
味
深
い
。
山
本
敦
子　
「
オ
デ
ィ
ロ

ン･

ル
ド
ン
ま
た
は「
絶
対
」の
探
求
」　
『
ル
ド
ン
展
―
絶
対
の
探
求
―
』（
展

覧
会
図
録
）　

前
掲
書　

九
¦
一
六
頁
。

23
：	 R

edon, op. cit., p.9. 

24
：	 Ibid., p.28. 
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図１：	 オディロン ･ルドン
	 《オフィーリアの死》
	 W4411　1901 － 09年頃
	 カンヴァス／油彩　70× 53.5cm
	 鹿児島市立美術館

図 3：	 オディロン ･ルドン
	 《オフィーリア》
	 W898　1901 － 02年
	 板に貼った紙／油彩　58.5 × 49.5cm
	 岐阜県美術館

図 2：	 オディロン ･ルドン
	 《オフィーリア》
	 W894　1901 － 09年頃
	 カンヴァス／油彩　53× 51cm
	 個人蔵

図 4：	 オディロン ･ルドン
	 《オフィーリア》
	 W901　1900 － 05年頃
	 カルトンに貼った紙／パステル
	 49.5 × 66.5cm
	 ニューヨーク／
	 イアン･ウッドナー･ファミリー･コレクション
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図 5：	 ジョン ･エヴァレット ･ミレイ
	 《オフィーリア》
	 1851 － 52年
	 カンヴァス／油彩　76.2 × 111.8cm
	 ロンドン／テート ･ギャラリー

図 7：	 ウジェーヌ ･ドラクロワ
	 《オフィーリアの死》
	 1843 年
	 紙／石版
	 パリ／国立図書館

図 6：	 ジョージ ･フレデリック ･ワッツ
	 《オフィーリア》
	 1864 － 65年頃（?）
	 カンヴァス／油彩　76× 63.5cm
	 コンプトン／ワッツ ･ギャラリー

図 8：	 オディロン ･ルドン
	 《ハムレットについての思い》
	 W2381
	 紙／水彩・黒鉛　23.8 × 18.4cm
	 岐阜県美術館
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図 9：	 オディロン ･ルドン
	 《光の横顔》
	 1886 年
	 紙／石版　34× 24.2cm
	 岐阜県美術館

図 11：	オディロン ･ルドン
	 《眼を閉じて》
	 W475　1889 年頃
	 紙／油彩　45× 35cm
	 アムステルダム／ファン ･ゴッホ美術館

図 10：	オディロン ･ルドン
	 《眼を閉じて》
	 W469　1890 年
	 厚紙に貼ったカンヴァス／油彩　44× 36cm
	 パリ／オルセー美術館

図 12：	オディロン ･ルドン
	 《眼を閉じたキリスト》
	 W496　1895 年頃
	 紙／木炭　44× 36cm　
	 ニューヨーク／
	 イアン･ウッドナー･ファミリー･コレクション
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図 13：	オディロン ･ルドン
	 《苦しみ》
	 W479　1890 年以降（?）
	 紙／木炭　52× 37cm
	 個人蔵

図 15：	オディロン ･ルドン
	 《鉢植えを伴った横顔》
	 W430
	 紙／黒鉛　24.3 × 32.3cm
	 パリ／ルーヴル美術館

図 14：	オディロン ･ルドン
	 《ヴィジョン》
	 1879 年
	 紙／石版　27.4 × 19.8cm
	 岐阜県美術館

図 16：	オディロン ･ルドン
	 《花の中のオフィーリア》
	 W905　1905 － 08年頃
	 厚紙／パステル　64× 91cm
	 ロンドン／ナショナル ･ギャラリー


