
六人部：ルドンのオルフェウス作品

− 20 −

は
じ
め
に

オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
（O

dilon R
E

D
O

N
 
一
八
四
〇
¦
一
九
一
六
）
は
、

晩
年
の
時
期
、
油
彩
や
パ
ス
テ
ル
で
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
主
題
を
描
い
た
。
彼
は

前
半
期
に
は
主
に
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
石
版
画
（
リ
ト
グ
ラ
フ
）
や
素
描
を
制
作
、

一
八
九
〇
年
頃
か
ら
し
だ
い
に
色
彩
の
世
界
に
移
行
す
る
。
そ
し
て
一
九
〇
〇

年
頃
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
々
や
神
話
主
題
な
ど
を
多
様
な
色
彩
の
中
に
描

き
出
し
た
の
だ
っ
た
。
た
し
か
に
ル
ド
ン
の
芸
術
は
、
前
半
期
の
単
色
の
世

界
（
あ
る
い
は
黒
の
世
界
）
か
ら
、
後
半
期
の
色
彩
世
界
へ
と
大
き
く
変
化
し

た
と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
展
開
の
中
に
も
、
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
た
特

質
が
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
ル
ド
ン
が
描
い
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
主
題

の
絵
の
特
徴
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
美
術
館
所
蔵
作
品
（
一
九
〇
五
¦
一
〇
年
頃

図
１
）
と
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
蔵
作
品
（
一
九
一
三
年
以
降　

図
２
）

を
中
心
に
考
え
る
と
と
も
に
、
彼
の
芸
術
の
展
開
に
通
底
す
る
も
の
を
考
察
し

た
い
と
思
う
。

一
、「
切
ら
れ
た
頭
部
」
と
し
て
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
中
で
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
は
最
高
の
詩
人
で
音
楽
家
と
称
さ

れ
る
。
ア
ポ
ロ
ン
か
ら
竪
琴
を
授
け
ら
れ
（
ま
た
は
自
ら
竪
琴
を
発
明
）、
彼

が
詩
を
歌
う
と
、
万
物
が
聞
き
惚
れ
た
と
い
う
。
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
は
エ
ウ
リ
ュ

デ
ィ
ケ
と
結
ば
れ
る
が
、
妻
は
世
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
妻
を
連
れ
戻
そ

う
と
自
身
も
冥
界
に
降
り
る
も
の
の
、
望
み
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
は
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
か
ら
歌
わ
な
く
な
り
、
ま
た
女
性
た
ち

を
近
づ
け
な
か
っ
た
の
で
、
バ
ッ
カ
ス
の
巫
女
た
ち
の
怒
り
を
か
い
、
八
つ
裂

き
に
さ
れ
て
、
ヘ
ブ
ロ
ス
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
。
彼
の
頭
部
と
竪
琴
は
川
を

下
り
（
流
れ
の
ま
ま
に
嘆
き
の
歌
を
奏
で
た
と
い
わ
れ
る
）、
レ
ス
ポ
ス
島
に

流
れ
着
い
た
の
だ
っ
た
（
メ
レ
ー
ス
河
口
な
ど
、
他
の
場
所
に
葬
ら
れ
た
と
も

伝
え
ら
れ
る
）。
１

こ
の
よ
う
な
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
物
語
は
、
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

が
描
か
れ
て
き
た
。
ル
ド
ン
が
扱
っ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
主
題
は
、
カ
タ
ロ

ル
ド
ン
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
作
品

六　

人　

部　
　

昭　

典
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グ･

レ
ゾ
ネ
で
は
十
三
点
の
作
品
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
２  

こ
の

う
ち
、
素
描
五
点
（
カ
タ
ロ
グ･

レ
ゾ
ネ
の
作
品
番
号
八
二
四
、八
八
〇
¦

八
八
三
）
は
主
に
前
半
期
の
制
作
、
油
彩
も
し
く
は
パ
ス
テ
ル
に
よ
る
作
品
八

点
（
八
八
四
¦
八
九
〇
、二
六
一
二
）
は
一
九
〇
〇
年
頃
よ
り
後
に
描
か
れ
た
。

こ
れ
ら
十
三
点
の
作
品
を
概
観
す
る
と
、
立
ち
姿
の
全
身
像
を
見
せ
る
二
点

（
八
二
四
、八
八
〇
）
を
除
き
、
他
の
十
一
点
は
す
べ
て
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭

部
が
水
面
を
漂
う
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
油
彩
ま
た
は
パ
ス
テ
ル
に
よ

る
作
品
の
場
合
は
、
い
ず
れ
も
切
ら
れ
た
詩
人
の
頭
部
が
竪
琴
に
載
る
。
ル
ド

ン
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
物
語
の
最
終
部
分
、
八
つ
裂
き
に
さ
れ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス
の
頭
部
と
竪
琴
が
川
を
下
る
場
面
を
好
ん
で
描
い
た
の
で
あ
る
。

竪
琴
に
載
せ
ら
れ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
と
い
う
設
定
に
関
し
て
は
、

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ･

モ
ロ
ー
の
《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
（
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
首
を
抱
く

ト
ラ
キ
ア
の
娘
）》（
一
八
六
五
年　

図
３
）
か
ら
示
唆
を
得
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
モ
ロ
ー
は
こ
の
作
品
で
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
が
漂
着
し
、
ト
ラ
キ

ア
の
娘
に
拾
わ
れ
る
と
い
う
場
面
を
作
り
出
し
た
。
若
い
娘
が
竪
琴
に
載
っ
た

オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
を
持
つ
と
い
う
構
成
は
、
後
に
モ
ロ
ー
自
身
が
描
く
こ

と
に
な
る
サ
ロ
メ
主
題
の
図
像
、
サ
ロ
メ
が
、
斬
首
さ
れ
た
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ

の
頭
部
を
盆
に
載
せ
て
持
つ
姿
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ

は
単
な
る
図
像
の
転
用
で
は
な
く
、
詩
人
（
＝
音
楽
家
）
の
始
ま
り
で
あ
る
オ

ル
フ
ェ
ウ
ス
の
死
に
、「
芸
術
の
殉
教
者
」
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
な
芸
術
家

像
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
眼
を
閉
じ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の

横
顔
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
《
瀕
死
の
奴
隷
》
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
詩
人
の
横
顔
は
苦
悩
の
果
て
の
静
寂
を
感
じ
さ
せ
る
。
ト
ラ

キ
ア
の
娘
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
顔
を
抱
き
、
悲
し
み
と
慈
愛
に
満
ち
た
眼
差
し

を
向
け
る
。
モ
ロ
ー
の
構
成
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
典
拠
、
キ
リ
ス
ト
の
遺
骸
を

抱
く
聖
母
マ
リ
ア
、
つ
ま
り
ピ
エ
タ
の
図
像
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ル
ド
ン
は
一
八
七
〇
年
代
に
モ
ロ
ー
を
称
賛
し
て
、「
比
類
の
な
い
理
性
が

彼
の
想
像
力
を
導
い
て
い
る
」
３ 

と
記
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
モ
ロ
ー
の
《
オ

ル
フ
ェ
ウ
ス
》
が
一
八
六
六
年
の
サ
ロ
ン
展
で
国
家
買
い
上
げ
と
な
り
、
リ
ュ

ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ル
ド
ン
が
モ

ロ
ー
作
品
に
想
を
得
た
可
能
性
は
高
い
。
竪
琴
に
載
せ
ら
れ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス

の
頭
部
と
い
う
図
像
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
画
家
ジ
ャ
ン･

デ
ル
ヴ
ィ
ル
が
描
い
た

《
死
せ
る
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》（
一
八
九
三
年　

図
４
）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

モ
ロ
ー
が
創
出
し
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
姿
は
、「
芸
術
の
殉
教
者
」
と
い
う
意

義
づ
け
と
と
も
に
、
象
徴
主
義
の
画
家
た
ち
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

岐
阜
県
美
術
館
所
蔵
の
《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
死
》（
図
１
）
を
検
討
し
よ
う
。

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
が
竪
琴
に
載
っ
て
水
面
を
下
る

場
面
だ
が
、
モ
ロ
ー
作
品
と
較
べ
て
、
物
語
を
説
明
す
る
要
素
は
思
い
切
っ
て

捨
象
さ
れ
て
い
る
。
ル
ド
ン
は
、
切
ら
れ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
を
中
心
に

画
面
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
。
詩
人
の
顔
は
、
沈
黙
の
中
に
、
眼
と
口
を
閉
ざ

し
て
い
る
。
死
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
、
何
か
を
聞
き
入
る
よ
う
な
面
立
ち
に

は
気
高
さ
が
伴
う
。
ル
ド
ン
が
晩
年
に
制
作
し
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
主
題
は
、

色
彩
へ
の
移
行
を
示
す
《
眼
を
閉
じ
て
》（
一
八
九
〇
年　

オ
ル
セ
ー
美
術
館
）

と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
一
連
の
作
品
の
中
で
も
、
こ
の
《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス

の
死
》
の
顔
は
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
顔
立
ち
、
特
に
鼻
筋
か
ら
口
元
に
至
る
部

分
が《
眼
を
と
じ
て
》に
酷
似
し
て
い
る（
後
者
の
顔
を
九
〇
度
回
転
さ
せ
る
と
、

前
者
の
そ
れ
に
重
な
り
合
う
よ
う
だ
）。《
眼
を
閉
じ
て
》
の
人
物
は
、
モ
ロ
ー

の
《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》
と
同
様
に
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
《
瀕
死
の
奴
隷
》
に
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示
唆
を
得
た
と
い
わ
れ
る
。
ル
ド
ン
は
《
瀕
死
の
奴
隷
》
に
つ
い
て
、「
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
」
と
指

摘
し
、「
大
理
石
の
額
の
下
の
不
安
な
夢
は
、
私
た
ち
を
思
索
と
感
動
の
世
界

に
導
く
」
と
記
し
た
。
４ 

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
彫
刻
を
介
し
て
、
モ
ロ
ー
と
ル

ド
ン
、
二
人
の
画
家
が
描
い
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
が
出
会
う
。
ル
ド
ン
の
《
オ
ル

フ
ェ
ウ
ス
の
死
》
で
は
、
赤
褐
色
の
色
彩
が
詩
人
の
顔
を
囲
む
。
た
だ
、
画
面

を
注
意
深
く
見
る
と
、
額
の
上
部
と
頭
髪
は
わ
ず
か
に
離
れ
て
い
る
（
着
彩
が

浅
い
た
め
だ
ろ
う
が
）。
頭
髪
は
赤
み
を
帯
び
た
円
光
の
よ
う
に
も
見
え
、
眼

を
閉
じ
た
詩
人
の
顔
は
殉
教
者
を
想
起
さ
せ
る
。

竪
琴
に
載
っ
た
頭
部
の
周
囲
に
は
、
水
面
や
岩
礁
ら
し
き
も
の
が
見
え
る
も

の
の
、
描
写
は
明
瞭
と
は
い
え
な
い
。
画
面
左
に
は
木
の
幹
と
花
々
や
葉
の
広

が
り
が
多
彩
に
描
か
れ
、
花
々
の
連
な
り
は
色
彩
を
失
い
な
が
ら
、
画
面
右
へ

と
続
く
。
個
々
の
モ
チ
ー
フ
の
形
態
が
定
か
で
な
く
、
画
面
全
体
の
空
間
は
曖

昧
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
作
品
は
、カ
タ
ロ
グ･

レ
ゾ
ネ
で
は《
黄

泉
の
国
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》
と
も
題
さ
れ
て
お
り
、
た
し
か
に
、
こ
の
題
名
に

ふ
さ
わ
し
い
非
現
実
の
世
界
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
デ
ル
ヴ
ィ

ル
の
《
死
せ
る
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》
と
比
較
し
た
場
合
に
際
立
つ
。
デ
ル
ヴ
ィ
ル

の
作
品
も
物
語
を
説
明
す
る
要
素
を
省
き
、
竪
琴
に
載
っ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の

頭
部
だ
け
に
焦
点
を
お
い
て
い
る
が
、
波
立
つ
水
面
や
、
そ
こ
を
下
る
竪
琴
と

頭
部
は
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。

《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
死
》
に
見
ら
れ
る
空
間
の
曖
昧
さ
は
、
最
晩
年
に
制
作

さ
れ
た
《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》（
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館　

図
２
）
で
は
一
層
、

顕
著
に
な
る
。
こ
の
作
品
も
、
竪
琴
に
載
っ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
を
中
心

に
画
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
頭
部
の
周
囲
は
深
い
紫
と
褐
色
の
色
彩
が
岩
を

暗
示
す
る
だ
け
で
、
形
態
は
定
か
で
な
い
。
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
上
に
は
黄
色

い
花
が
開
き
、
背
景
に
は
淡
い
紫
色
が
青
色
を
ま
じ
え
な
が
ら
広
が
る
。
一
方
、

画
面
下
方
を
見
る
と
、
水
面
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
（
竪
琴
の
左
に
見

え
る
薄
い
紫
の
帯
が
川
な
の
だ
ろ
う
か
）。
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
胸
と
竪
琴
が
一

体
と
な
り
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
鮮
や
か
な
青
色
が
水
を
暗
示
す
る
。

そ
し
て
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
は
、
多
彩
な
パ
ス
テ
ル

の
中
に
あ
っ
て
、
岩
礁
と
同
系
統
の
黄
褐
色
の
パ
ス
テ
ル
で
薄
く
着
彩
さ
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
暗
い
色
彩
が
支
配
す
る
周
囲
と
較
べ
、
こ
の
黄
褐
色
は
明

る
さ
を
帯
び
る
。
も
っ
と
も
、
パ
ス
テ
ル
の
彩
色
に
よ
っ
て
形
態
を
描
写
す
る

の
で
は
な
く
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
顔
は
主
に
線
描
で
示
さ
れ
る
だ
け
だ
。
詩
人

は
端
正
な
横
顔
を
見
せ
、
静
か
に
眼
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
そ
し
て
周
囲
の
暗
い

色
彩
の
中
で
、
頭
部
に
近
接
す
る
部
分
だ
け
は
淡
い
緑
色
が
使
わ
れ
、
光
背
の

よ
う
に
機
能
し
な
が
ら
、
詩
人
の
横
顔
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
空
間
が
幻
想
的

と
も
い
え
る
雰
囲
気
を
伴
っ
て
い
る
た
め
、
ほ
ぼ
線
だ
け
で
描
か
れ
た
オ
ル

フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
は
、
浮
遊
す
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
に
着
目
す
る
と
、「
切
ら
れ
た
頭
部
」
と
し
て
の
オ
ル

フ
ェ
ウ
ス
は
モ
ロ
ー
と
の
繋
が
り
と
は
別
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
系
譜
、
ル
ド

ン
自
身
に
関
わ
る
系
譜
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
す
で
に
触
れ
た

よ
う
に
、
前
半
期
の
ル
ド
ン
は
主
に
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
石
版
画
を
制
作
し

た
。
彼
は
一
八
七
九
年
に
最
初
の
石
版
画
集
『
夢
の
な
か
で
』
を
発
表
す
る

と
、
一
八
九
九
年
ま
で
に
計
十
一
点
の
版
画
集
を
刊
行
し
て
い
る
。
ル
ド
ン
は

一
八
四
〇
年
に
生
ま
れ
て
お
り
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
と
同
じ
世
代
に
属
す
る
。

彼
は
同
世
代
の
若
い
画
家
た
ち
が
提
起
す
る
色
彩
世
界
に
背
を
向
け
る
よ
う

に
、
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
版
画
制
作
に
専
心
し
た
の
だ
っ
た
。
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こ
こ
で
は
主
に
、
ル
ド
ン
芸
術
の
出
発
点
と
い
え
る
最
初
の
版
画
集
『
夢
の

な
か
で
』
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
版
画
集
に
は
十
点
の
石
版
画
が
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
七
点
も
の
作
品
に
「
分
離
さ
れ
た
頭
部
」（「
切
ら
れ
た

頭
部
」
よ
り
も
広
い
意
味
合
い
で
用
い
る
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら

は
、
作
品
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
現
わ
れ
を
見
せ
る
。
現
わ
れ
方
を
分
類
す
る
と
、

第
一
に
「
横
顔
の
出
現
」（
ⅰ
《
孵
化
》、ⅱ
《
発
生
》
の
中
央
部
、ⅳ
《
冥
府
》）、

第
二
に
「
浮
遊
す
る
頭
部
」（
ⅱ
《
発
生
》
の
下
部
、
ⅲ
《
車
輪
》、
ⅵ
《
地
中

の
精
》、
ⅸ
《
悲
し
げ
な
上
昇
》）、
第
三
に
「
台
に
置
か
れ
た
頭
部
」（
ⅹ
《
水

盤
の
上
で
》）、
以
上
の
三
つ
に
分
か
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
分
離
さ

れ
た
頭
部
」
は
、同
じ
版
画
集
に
収
め
ら
れ
た
眼
球
（
ⅸ
《
出
現
》）
と
と
も
に
、

後
の
版
画
作
品
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
ル
ド
ン
が
晩
年
に
描
い

た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
主
題
の
作
品
は
、
前
半
期
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
時
代
と
の
関
連

を
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

二
、
無
髪
の
頭
部

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
蔵
の
《
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス
》
で
は
、
詩
人
の
頭
部
が
主
に
線
描
だ
け
で
示
さ
れ
て
い
る
。
画
面
を
覆
う

多
彩
な
パ
ス
テ
ル
の
マ
チ
エ
ー
ル
の
中
で
、
静
か
に
眼
を
閉
じ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス
の
横
顔
は
、
輪
郭
線
が
示
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
線
描
は
ほ
と
ん
ど
物

質
性
を
捨
象
さ
れ
て
お
り
、
形
態
を
描
き
出
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
詩
人
の
魂
を

暗
示
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
詩
人

の
頭
髪
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
登
場
人
物
で
あ
る

オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
は
、
豊
か
な
髪
を
も
つ
姿
で
描
か
れ
る
の
が
通
例
だ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
デ
ル
ヴ
ィ
ル
の
《
死
せ
る
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》
で
も
、
詩
人
の
頭
部
に

は
金
髪
が
波
打
ち
な
が
ら
広
が
る
。
ル
ド
ン
の
作
品
に
見
ら
れ
る
「
無
髪
の
頭

部
」
と
し
て
の
詩
人
の
姿
は
、
彼
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
主
題
す
べ
て
に
共
通
す
る

特
徴
で
は
な
い
も
の
の
、
異
例
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
を
考
察
す
る
上
で
、
一
八
七
七
年
に
制
作
さ
れ
た
木
炭
素
描
《
殉
教

者
の
首
》（
図
５
）
は
興
味
深
い
。
皿
に
載
っ
た
殉
教
者
の
頭
部
が
描
か
れ
て

い
る
が
、
切
ら
れ
た
頭
部
に
は
や
は
り
髪
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
だ
。
５ 

ル
ド

ン
は
一
八
六
八
年
頃
に
、
ア
ン
ド
レ
ア･

ソ
ラ
ー
リ
オ
の
《
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ

の
首
》（
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
）
に
基
づ
く
素
描
を
制
作
し
て
お
り
、《
殉
教
者
の

首
》
は
こ
れ
を
独
自
に
展
開
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
モ
ロ
ー
が

一
八
七
六
年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
し
た
《
出
現
》
で
、
空
中
に
現
れ
た
聖
ヨ
ハ
ネ

の
頭
部
と
サ
ロ
メ
が
対
峙
す
る
場
面
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
ル
ド
ン
の
素
描
に
は
、
幾
種
類
か
の
「
分
離
さ
れ
た
頭
部
」
が
見

出
さ
れ
る
。
典
拠
の
ひ
と
つ
が
聖
ヨ
ハ
ネ
の
斬
首
さ
れ
た
頭
部
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
モ
ロ
ー
の
《
出
現
》
か
ら
得
た
示
唆
も
含
ま
れ
て
い
る
。
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス

が
聖
ヨ
ハ
ネ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、「
殉
教
者
と
し
て
の
芸
術
家
」
と
い
う
意
義

づ
け
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
こ
う
し
た
繋
が
り
は
見
逃
せ
な
い
だ

ろ
う
。

《
殉
教
者
の
首
》
に
戻
る
と
、
こ
こ
で
は
、
殉
教
者
の
頭
部
が
無
髪
で
描
か

れ
て
い
る
。『
旧
約
聖
書
』
に
登
場
す
る
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
は
、
や
は
り
長
い

頭
髪
を
も
つ
の
が
通
例
で
あ
り
、
他
の
殉
教
者
の
場
合
も
そ
れ
に
倣
う
。
モ

ロ
ー
の
《
出
現
》
で
は
聖
ヨ
ハ
ネ
の
金
色
の
長
髪
か
ら
血
が
滴
り
、
ル
ド
ン
も

《
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
首
》
で
は
長
い
髪
を
描
い
て
い
る
（
長
髪
の
先
端
部
に
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は
磔
刑
の
キ
リ
ス
ト
も
描
か
れ
る
）。
一
方
、《
殉
教
者
の
首
》
に
描
か
れ
た
無

髪
の
頭
部
は
、
額
か
ら
頬
に
か
け
て
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
部
分
が
背
後
の
闇
と
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
作
り
、
沈
黙
す
る
横
顔
に
は
光
が
満
ち
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
象
徴
主

義
画
家
ヤ
ン･

ト
ー
ロ
ッ
プ
は
こ
の
素
描
に
惹
か
れ
、
ル
ド
ン
か
ら
買
い
求
め

た
。
彼
は
ル
ド
ン
宛
の
手
紙
に
、「
あ
る
世
界
の
気
高
い
魂
が
も
つ
厳
粛
な
苦

悩
の
表
象
」
６ 
を
見
出
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
無
髪
の
殉
教
者
の
横
顔
は
、
静

か
に
眼
と
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
頭
髪
が
無
い
こ
と
は
、
ト
ー
ロ
ッ
プ
が
「
気

高
い
魂
が
も
つ
厳
粛
な
苦
悩
」
と
記
し
た
聖
性
と
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ

ろ
う
か
。

ル
ド
ン
は
《
殉
教
者
の
首
》
を
制
作
し
た
翌
年
、
転
写
製
版
法
を
学
び
、
木

炭
素
描
を
も
と
に
石
版
画
を
制
作
し
始
め
る
。
そ
し
て
翌
一
八
七
九
年
に
、
最

初
の
石
版
画
集
『
夢
の
な
か
で
』
を
発
表
し
て
い
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

こ
の
版
画
集
で
は
「
分
離
さ
れ
た
頭
部
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
現
わ
れ
を
見
せ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
版
画
を
「
無
髪
の
頭
部
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
頭

髪
の
無
い
も
の
と
頭
髪
を
強
調
し
た
も
の
に
分
か
れ
る
。
と
り
わ
け
、
第
一
葉

の
《
孵
化
》（
図
６
）
と
第
二
葉
の
《
発
芽
》（
図
７
）
が
注
目
さ
れ
る
。《
孵
化
》

で
は
、球
体
状
の
卵
（
も
し
く
は
種
子
）
の
切
断
面
が
描
か
れ
、卵
の
内
側
に
「
分

離
さ
れ
た
頭
部
」
が
見
え
る
。
こ
の
横
顔
は
大
き
く
眼
を
開
き
、
不
安
そ
う
に

外
の
世
界
を
見
つ
め
て
い
る
。
横
顔
に
は
長
い
髪
が
生
え
、
そ
の
先
端
は
卵
の

外
ま
で
伸
び
る
。
さ
ら
に
、髪（
体
毛
）は
卵
の
外
側
に
も
生
え
て
い
る
。
一
方
、

《
発
芽
》
で
は
、画
面
下
方
の
闇
の
中
に
小
さ
な
白
い
球
体
が
い
く
つ
も
浮
か
び
、

大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
眼
鼻
が
付
い
て
ゆ
く
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
「
無
髪

の
頭
部
」
と
し
て
暗
闇
を
浮
遊
す
る
。
７

発
生
期
の
生
命
は
、
外
界
か
ら
隔
離
さ
れ
、
完
全
に
守
ら
れ
た
状
態
で
育
ま

れ
る
。
こ
の
保
護
さ
れ
た
状
態
を
も
た
ら
す
の
は
、
人
間
の
場
合
で
い
え
ば
、

母
親
の
胎
内
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
動
物
は
卵
、
植
物
は
種
子
で
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
生
命
は
外
界
に
出
る
と
、
頭
髪
な
ど
の
体
毛
で
、
自
ら
体
を
保
護
す
る
。

《
孵
化
》
と
《
発
芽
》
に
見
ら
れ
る
生
命
体
と
髪
（
体
毛
）
の
関
係
は
、
後
の

版
画
集
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
八
三
年
の
『
起
源
』
で
は
、
扉

絵
（
表
紙
）
の
中
央
に
球
体
状
の
「
分
離
さ
れ
た
頭
部
」
が
描
か
れ
て
お
り
、

髪
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
頭
部
の
周
囲
に
放
射
状
に
広
が
る
線
は
毬
の
よ
う

だ
）。
こ
れ
に
対
し
、
画
面
左
の
上
下
に
描
か
れ
た
小
さ
な
白
い
頭
部
は
、
無

髪
の
ま
ま
漂
う
。
ま
た
一
八
八
五
年
の
『
ゴ
ヤ
頌
』
に
収
め
ら
れ
た
《
胚
芽
の

ご
と
き
存
在
も
あ
っ
た
》
で
は
、
種
子
の
断
面
か
ら
頭
部
が
現
わ
れ
る
。
種
子

の
表
面
に
は
鋭
い
棘
状
の
毛
が
あ
る
も
の
の
、
現
わ
れ
出
た
頭
部
の
髪
は
微
か

だ
。
一
方
、
画
面
右
下
に
は
、
小
さ
な
球
体
状
の
頭
部
が
浮
か
ん
で
お
り
、
こ

の
球
体
は
発
生
期
の
生
命
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
白
い
頭
部
は
、
外
界

か
ら
隔
て
る
種
子
に
覆
わ
れ
る
こ
と
も
、
髪
（
体
毛
）
で
自
ら
を
守
る
こ
と
も

な
い
。い
か
な
る
庇
護
も
な
い
ま
ま
、暗
が
り
を
浮
遊
す
る
。髪
が
無
い
こ
と
は
、

守
ら
れ
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
８

三
、
幼
少
年
期

ル
ド
ン
は
晩
年
に
自
身
の
足
跡
、
生
い
立
ち
か
ら
芸
術
家
と
な
る
に
至
る
歩

み
を
記
し
た
。
彼
は
こ
の
『
芸
術
家
の
う
ち
あ
け
話
』
の
中
で
、
自
ら
の
出
生

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
長
い
記
述
な
の
で
、
途
中
部
分
と
改
行

を
割
愛
し
て
、
引
用
す
る
）。
９
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彼
［
父
］
は
森
林
に
分
け
入
り
、
開
墾
す
る
う
ち
に
、
短
期
間
で
相
当

な
財
産
を
作
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
女
性
と
結
婚
し
ま
し
た
。
そ
し
て
結
婚

の
五
、六
年
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

と
き
、私
は
、彼
の
結
び
つ
き
の
二
番
目
の
果
実
と
し
て
、身
ご
も
ら
れ
、

出
生
間
近
で
し
た
［m

oi déjà conçu, et presque à naître, second 

fruit de son union

］［
…
…
］
帰
国
後
、
数
週
間
し
て
、
ボ
ル
ド
ー
で
、

私
は
こ
の
世
に
出
て
来
ま
し
た
［je vins au m

onde

］。
一
八
四
〇
年

四
月
二
〇
日
で
す
。
乳
母
に
預
け
る
た
め
、
私
は
田
舎
に
連
れ
て
行
か

れ
ま
し
た
。
子
供
時
代
、
青
年
時
代
、
い
や
私
の
生
涯
全
体
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
土
地
で
す
。［
…
…
］
音
も
な
く
、
現
代
の
旅
の
よ

う
な
刺
激
も
な
く
、
疲
れ
も
な
く
、
ボ
ル
ド
ー
か
ら
レ
パ
ー
ル
ま
で
無

限
に
続
く
長
く
寂
し
い
道
を
辿
っ
た
の
で
す
。
美
し
い
ポ
プ
ラ
並
木
が

盛
り
上
が
り
、真
っ
す
ぐ
に
続
い
て
、果
て
の
な
い
ラ
ン
ド
を
断
ち
切
っ

て
い
る
道
で
す
。［
…
…
］
私
の
意
識
の
目
覚
め
る
以
前
、
ほ
と
ん
ど

生
命
の
手
前
で
［avant l’éveil de m

a conscience, presqu’en deçà 

de m
a vie

］、
こ
ん
な
荒
涼
と
し
た
野
を
横
切
っ
た
の
で
し
た
。
生
後
、

二
日
目
の
こ
と
で
す
。１０

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ド
ン
の
父
親
は
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
財

産
を
作
り
、結
婚
後
、フ
ラ
ン
ス
に
戻
っ
た
。
ル
ド
ン
は
帰
国
後
に
生
ま
れ
た
が
、

生
後
す
ぐ
に
両
親
か
ら
離
さ
れ
、
乳
母
の
下
で
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ル

ド
ン
が
里
子
に
出
さ
れ
て
育
っ
た
こ
と
は
、
ル
ド
ン
研
究
の
中
で
こ
れ
ま
で
も

言
及
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
中
産
階
級
で
は
、
両
親
か
ら
離
れ
て

育
て
ら
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
例
外
的
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、

田
舎
の
地
に
預
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
病
弱
な
子
供
を
気
遣
っ
て
の
転
地
療
法
の

一
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ル
ド
ン
が
回
想
の
中

で
こ
う
し
た
生
い
立
ち
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
幼
い
子
供

に
と
っ
て
、
両
親
の
庇
護
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
こ
と
は
深
い
苦
し
み
を
感
じ
さ

せ
た
の
だ
ろ
う
。

回
想
に
母
親
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
注
目
さ
れ
る
。
ル
ド

ン
は
父
親
に
つ
い
て
、「
父
は
、
私
に
言
っ
た
も
の
で
す
」１１

と
、
子
供
時
代

の
思
い
出
か
ら
語
り
始
め
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
人
生
を
詳
述
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
母
親
に
つ
い
て
は
、
思
い
出
は
全
く
語
ら
れ
ず
、「
母
」

と
い
う
語
さ
え
認
め
ら
れ
な
い
。
ル
ド
ン
自
身
の
出
生
に
つ
い
て
も
、
先
の
引

用
に
あ
る
よ
う
に
、「
私
は
、
彼
の
結
び
つ
き
の
二
番
目
の
果
実
と
し
て
、
身

ご
も
ら
れ
、
出
生
間
近
で
し
た
」
と
記
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
母
親
は
、
父

が
結
婚
し
た
相
手
と
い
う
位
置
づ
け
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
彼
の
母
親
が
実
際

に
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
幼
い
ル
ド
ン
に
と
っ
て
は
、
母

を
身
近
に
感
じ
ら
れ
ず
に
育
っ
た
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ぬ
痛
み
を
与
え
た
と
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
幼
少
年
期
に
つ
い
て
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。「
私
は
こ
の

地
に
、
古
ぼ
け
た
屋
敷
の
中
に
、
赤
ん
坊
の
時
期
が
終
わ
る
ま
で
預
け
ら
れ
ま

し
た
。［
…
…
］
脆
く
、
悲
し
い
自
分
の
姿
を
見
出
し
ま
す
。
黙
っ
て
い
る
こ

と
が
好
き
で
し
た
。
影
を
求
め
る
子
供
だ
っ
た
の
で
す
。［
…
…
］
私
は
何
時

間
も
、
む
し
ろ
地
面
に
仰
向
け
に
な
っ
て
、
雲
が
動
く
の
を
見
て
い
ま
し
た
。

は
か
な
く
変
わ
っ
て
ゆ
く
、
幻
の
よ
う
な
雲
の
輝
き
を
、
無
限
の
歓
び
を
感
じ

な
が
ら
追
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
は
自
分
の
内
部
だ
け
に
生
き
て
い
ま
し
た［Je 

ne vivais qu’en m
oi

］」。１２

里
子
に
出
さ
れ
た
子
供
時
代
は
、
庇
護
を
感
じ
ら

れ
ず
、
孤
独
が
必
然
と
な
っ
た
。
し
か
し
ル
ド
ン
の
文
章
を
読
む
と
、
こ
の
孤

独
が
幼
い
子
供
に
と
っ
て
、
し
だ
い
に
心
の
居
場
所
と
な
り
、
内
な
る
世
界
に



六人部：ルドンのオルフェウス作品

− 26 −

対
す
る
眼
差
し
を
形
成
さ
せ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

ル
ド
ン
に
は
、
芸
術
家
と
な
る
上
で
い
く
つ
か
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
博
物

学
者
の
ア
ル
マ
ン
・
ク
ラ
ヴ
ォ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
彼
は
限
り
な
く
微
小
な
も
の
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
。
私
に
は
う
ま
く
い
え

な
い
の
で
す
が
、
知
覚
の
限
界
の
よ
う
な
世
界
で
、
動
物
と
植
物
の
中
間
に
あ

る
よ
う
な
生
命
、
花
と
い
う
か
存
在
と
い
う
か
、
一
日
の
う
ち
数
時
間
だ
け
、

光
の
働
き
に
よ
っ
て
生
き
る
、
そ
ん
な
神
秘
的
な
存
在
を
研
究
し
て
い
た
の
で

す
」。１３

先
に
見
た
よ
う
に
、
ル
ド
ン
の
版
画
に
は
「
分
離
さ
れ
た
頭
部
」
が

繰
り
返
し
現
れ
る
。
特
に
、
暗
闇
を
浮
遊
す
る
白
い
球
体
状
の
顔
、
髪
の
生
え

て
い
な
い
小
さ
な
頭
部
は
、
発
生
期
の
生
命
の
姿
に
関
わ
る
。
ル
ド
ン
が
こ
の

よ
う
な
図
像
を
見
出
し
て
ゆ
く
上
で
、
ク
ラ
ヴ
ォ
ー
か
ら
教
え
ら
れ
た
「
動
物

と
植
物
の
中
間
に
あ
る
よ
う
な
生
命
」
は
示
唆
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

ル
ド
ン
が
こ
う
し
た
「
神
秘
的
な
存
在
」
に
共
鳴
し
た
背
後
に
は
、
幼
少
年
期

に
培
わ
れ
た
内
な
る
世
界
へ
の
眼
差
し
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ク
ラ
ヴ
ォ
ー
か
ら

微
小
な
生
命
の
世
界
を
学
ん
だ
と
は
い
え
（
彼
を
通
し
て
知
っ
た
当
時
の
科
学

的
な
知
見
を
含
め
）、
そ
れ
を
作
品
に
結
晶
さ
せ
た
の
は
、
画
家
の
創
造
す
る

手
で
あ
る
だ
ろ
う
。「
微
細
な
世
界
の
奇
怪
さ
を
顕
微
鏡
の
助
け
を
借
り
て
描

い
た
」
と
い
う
推
測
に
対
し
て
、
ル
ド
ン
は
こ
う
答
え
て
い
る
。「
私
は
怪
物

を
描
き
な
が
ら
、
彼
ら
の
骨
格
を
作
り
出
す
と
い
う
、
い
っ
そ
う
大
切
な
こ
と

を
心
が
け
て
い
た
の
で
す
」。１４

ル
ド
ン
が
自
ら
の
生
い
立
ち
を
語
っ
た
文
章
に
立
ち
帰
り
た
い
。
両
親
か
ら

離
さ
れ
て
育
っ
た
こ
と
に
ル
ド
ン
が
執
着
し
て
い
る
点
は
す
で
に
指
摘
し
た

が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
記
述
の
仕
方
で
あ
る
。
彼
は
里
子
に
出
さ
れ
た

旅
程
に
つ
い
て
、「
こ
ん
な
荒
涼
と
し
た
野
を
横
切
っ
た
の
で
し
た
。
生
後
、

二
日
目
の
こ
と
で
す
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
荒
れ
地
を
断
ち
切
っ
て
真
っ

す
ぐ
に
続
く
道
と
い
っ
た
様
相
を
、「
私
の
意
識
の
目
覚
め
る
以
前
」
と
い
い

な
が
ら
、
あ
た
か
も
「
生
後
、
二
日
目
」
の
赤
ん
坊
が
見
た
か
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
の
だ
。
こ
の
回
想
は
、
芸
術
家
と
な
っ
て
後
、
晩
年
に
記
さ
れ
た
も
の

に
他
な
ら
な
い
。
実
際
、『
芸
術
家
の
う
ち
あ
け
話
』
は
、「
私
は
自
分
な
り
に
、

ひ
と
つ
の
芸
術
を
作
り
ま
し
た
」１５

と
い
う
、
控
え
め
な
ル
ド
ン
に
は
珍
し
い
、

矜
持
を
感
じ
さ
せ
る
一
文
で
始
ま
る
。
こ
の
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
両
親

の
庇
護
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
幼
少
年
期
の
状
況
、
そ
の
避
け
よ
う
の
な
か
っ
た

孤
独
に
、
画
家
と
な
っ
た
ル
ド
ン
は
、
む
し
ろ
芸
術
創
造
の
原
点
を
見
出
し
た

の
だ
と
い
え
る
。

ル
ド
ン
の
作
品
に
戻
ろ
う
。
一
八
七
七
年
の
木
炭
素
描
《
殉
教
者
の
首
》
で

は
、
額
か
ら
頬
に
か
け
て
の
部
分
が
、
背
後
の
暗
闇
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
作
り

出
し
て
い
た
。
髪
の
無
い
殉
教
者
の
頭
部
は
、
あ
た
か
も
内
部
か
ら
の
光
が
満

ち
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
後
に
制
作
さ
れ
た
多
く
の
石
版
画
で

は
、
小
さ
な
球
体
状
の
頭
部
、
無
髪
の
白
い
頭
部
が
暗
闇
を
浮
遊
す
る
。
素
描

の
場
合
も
、
版
画
の
場
合
も
、
こ
の
白
い
部
分
は
線
影
が
施
さ
れ
て
い
な
い
地

（
紙
）
の
色
な
の
だ
が
、そ
れ
が
闇
と
対
比
さ
れ
る
光
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
。

ル
ド
ン
は
最
晩
年
の
《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》
で
、
多
彩
な
パ
ス
テ
ル
の
中
に
ほ
ぼ

線
描
だ
け
で
主
人
公
の
頭
部
を
描
き
、
形
態
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
詩
人

の
魂
を
暗
示
し
て
い
た
。
ル
ド
ン
は
こ
の
作
品
の
制
作
に
際
し
て
、
前
半
期
の

素
描
に
お
け
る
経
験
を
参
考
に
し
た
の
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
彩
色
を
抑
制

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
髪
の
頭
部
に
内
か
ら
満
ち
る
光
を
与
え
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
詩
人
（
＝
音
楽
家
）
の
始
ま
り
で
あ
る
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
横
顔
は
、

静
寂
の
中
に
眼
と
口
を
閉
ざ
し
、
気
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
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頭
髪
が
無
い
こ
と
は
、
守
ら
れ
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
強
い
ら

れ
た
孤
独
を
む
し
ろ
芸
術
創
造
の
拠
り
所
と
し
た
ル
ド
ン
に
と
っ
て
、
沈
黙
す

る
詩
人
の
横
顔
に
満
ち
る
光
は
、
彼
が
「
詩
」
と
い
う
芸
術
の
原
型
に
求
め
た

聖
性
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
結
び
に
か
え
て

ル
ド
ン
芸
術
の
出
発
点
と
い
え
る
版
画
集
『
夢
の
な
か
で
』
に
は
、
ま
だ
言

及
し
て
い
な
い
作
品
、
扉
絵
（
図
８
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
扉
絵
（
表

紙
）
の
右
半
分
は
漆
黒
が
覆
い
、
そ
こ
に
題
名
「
夢
の
な
か
でD

ans le R
êve

」

の
文
字
が
浮
か
び
上
が
る
。
左
部
分
で
は
、
矩
形
に
区
切
ら
れ
た
光
の
中
に
一

本
の
樹
と
、
そ
の
側
に
立
つ
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
ル
ド
ン
が
孤
独
の
う
ち

に
育
っ
た
大
西
洋
岸
の
荒
れ
地
で
は
、
樹
木
は
、
そ
の
下
に
水
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
せ
て
く
れ
る
。
ル
ド
ン
は
『
芸
術
家
の
う
ち
あ
け
話
』
に
、「
木
の
幹
は
、

力
強
さ
の
性
格
と
と
も
に
、
広
が
り
の
法
則
と
樹
液
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
枝

を
伸
ば
す
」１６

と
記
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
地
上
の
万
物
を
支
配
す
る
重
力
に

抗
し
て
、
樹
液
は
上
昇
す
る
。
枝
先
か
ら
空
に
広
が
っ
た
水
分
は
、
や
が
て
雨

と
な
り
、
川
に
姿
を
変
え
る
。
画
面
中
の
樹
に
寄
り
添
う
人
物
は
竪
琴
を
手
に

し
て
い
る
が
、
竪
琴
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
主
題
に
受
け
継
が
れ
、
最
晩
年
の
パ

ス
テ
ル
作
品
に
再
び
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》
で
は
、
竪

琴
と
詩
人
の
胸
が
一
体
と
な
り
、
そ
こ
に
は
鮮
や
か
な
青
色
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
青
は
、
物
語
の
一
場
面
を
説
明
す
る
水
面
で
は
な
く
、
変
幻
す
る
水

の
力
を
暗
示
す
る
。

第
一
版
画
集
の
扉
絵
に
描
か
れ
た
人
物
は
衣
装
や
胸
の
膨
ら
み
か
ら
考
え

て
、
女
性
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
頭
部
に
は
髪
の
毛
が
な
く
、
や
や
中
性
的

な
雰
囲
気
を
伴
う
。
そ
し
て
注
意
深
く
見
る
と
、
こ
の
竪
琴
の
両
端
に
は
翼
が

付
い
て
い
る
。
こ
の
竪
琴
は
、
や
が
て
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
「
切
ら
れ
た
頭
部
」

を
載
せ
て
川
を
下
り
、「
芸
術
の
殉
教
者
」
と
と
も
に
天
に
昇
る
だ
ろ
う
。

注1
：
主
に
次
の
文
献
を
参
照
。
高
津
春
繁　
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
辞
典
』

一
九
六
〇
年　

岩
波
書
店　

九
〇
頁
。
な
お
、
表
記
は
「
オ
ル
ぺ
ウ
ス
」

で
は
な
く
、「
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

2
：A

lec W
ildenstein, O

dilon Redon: C
ataloggue raisonné de l’œ

uvre 

peint et dessiné. vol.2, 4, Paris 1994, 1998.

3
：O

dilon R
edon, A soi-m

êm
e:Journal(1867-1915), Paris 1922, N

ew
 

ed., Paris 1961, p. 65.

［
邦
訳　
『
ル
ド
ン　

私
自
身
に
』
池
辺
一
郎
訳

み
す
ず
書
房　

一
九
八
三
年　

七
八
頁
］。

4
：Ibid.,p.95.

5
：
ル
ド
ン
の
作
品
の
中
で
髪
が
描
か
れ
て
い
な
い
作
例
と
し
て
は
、

一
八
七
一
年
頃
の
素
描
《
堕
天
使
》
が
早
い
例
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
堕
天

使
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
な
ど
ロ
マ
ン
主
義
で
愛
好
さ
れ
た
題
材
だ
が
、

こ
れ
を
「
神
の
恩
寵
か
ら
見
放
さ
れ
た
存
在
」
と
考
え
る
と
、
無
髪
で
あ

る
こ
と
も
頷
け
る
。

6
：C

ited in, exh. cat., O
dilon Redon:Prince du Rêve 1840-1916, Paris 

2011, p. 122.
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7
：
第
六
葉
《
地
の
精
》
で
は
浮
遊
す
る
球
体
状
の
大
き
な
頭
部
の
全
体
に
体

毛
が
強
調
さ
れ
（
当
時
の
科
学
思
想
や
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ム
等
と
の
関

係
も
考
え
う
る
）、
第
九
葉
《
悲
し
げ
な
上
昇
》
と
第
一
〇
葉
《
水
盤
の

上
で
》
に
は
、
頭
部
が
帽
子
や
ヘ
ル
メ
ッ
ト
で
覆
わ
れ
、
守
ら
れ
て
い

る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
第
八
葉
《
出
現
》
の
眼
球
は
、
瞼
や
眼

孔
で
保
護
さ
れ
て
い
な
い
状
態
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ル
ド
ン
作
品
に

見
ら
れ
る
「
分
離
さ
れ
た
頭
部
」
に
関
し
て
は
主
に
次
の
文
献
を
参
照
。

D
ouglas W

.D
ruick and Peter K

ort Zegers, “In the Public Eye” , exh.

cat., O
dilon Redon 1840-1916, The A

rt Institute of C
hicago, 1994, 

pp. 119-174. B
arbara Laaarson, The D

ark Side of N
ature: Science, 

Society, and theFantastic in theW
ork of O

dilon Redon, Pennsylvanis 

2005,　

蔦
谷
典
子　
「
浮
遊
す
る
視
覚
―
オ
デ
ィ
ロ
ン･

ル
ド
ン
《
海
の

守
護
霊
》（
一
八
七
八
）
を
め
ぐ
っ
て
」　

展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
『
ル
ド
ン
展

―
絶
対
の
探
求
―
』　

二
〇
〇
二
年　

島
根
県
立
美
術
館
／
岐
阜
県
美
術

館　

一
七
¦
二
三
頁
。

8
：
卵
や
種
子
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
作
品
も
注
目
さ
れ
る
。
ル
ド
ン

は
一
八
八
五
年
頃
に
卵
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
石
版
画
を
制
作
し
て
い
る

が
、
画
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
殻
の
剥
か
れ
た
状
態
の
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
晩
年
の
《
沈
黙
》（
一
九
一
一
年
頃
）
で
は
、
種
子
の
切
断
面
を

思
わ
せ
る
楕
円
の
中
に
描
か
れ
た
人
物
が
沈
黙
を
示
唆
す
る
。

9
：
こ
の
「
芸
術
家
の
う
ち
あ
け
話C

onfidences d’artiste

」
の
テ
キ
ス
ト
（
ア

ン
ド
レ･

ボ
ン
ジ
ュ
へ
の
献
辞
を
伴
う
）
は
一
九
〇
九
年
の
も
の
で
、
ル

ド
ン
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
一
八
九
四
年
に
同
じ
趣
旨
の
文
章
（
エ
ド
モ

ン･

ピ
カ
ー
ル
へ
の
献
辞
を
伴
う
）
を
記
し
て
い
る
。O

dilon R
edon, 

C
ritiques d’art, ed., R

.C
oustet, 1987, pp. 33-42. 

二
つ
の
テ
キ
ス
ト

の
検
討
と
ル
ド
ン
の
幼
少
年
期
に
関
し
て
は
次
の
文
献
に
詳
し
い
。
本
江

邦
夫　
『
オ
デ
ィ
ロ
ン･

ル
ド
ン　

光
を
孕
む
種
子
』　

二
〇
〇
三
年　

み

す
ず
書
房　

一
八
¦
四
一
頁
。
同
書
か
ら
は
他
の
部
分
を
含
め
て
、
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ロ
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〇
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e: Journal(1867-1915), op. cit., pp. 10-12.

11
：Ibid., p. 10.

12
：Ibid., pp. 13-14.

13
：Ibid., p. 18.

14
：Ibid., p. 28.

15
：Ibid., p. 9.

16
：Ibid., p. 27.
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図１：オディロン ･ ルドン
	 《オルフェウスの死》　1905 － 10 年頃
	 カンヴァス／油彩　50.0 × 73.5cm
	 岐阜県美術館

図３：ギュスターヴ ･ モロー
	 《オルフェウス
	 （オルフェウスの首を抱くトラキアの娘）》
	 1865 年　板／油彩　
	 パリ／オルセー美術館

図２：オディロン ･ ルドン
	 《オルフェウス》　1913 年以降
	 厚紙／パステル　67.5 × 54.5cm
	 クリーヴランド美術館

図４：ジャン ･ デルヴィル
	 《死せるオルフェウス》　1893 年
	 カンヴァス／油彩　79 × 99cm
	 ブリュッセル／個人蔵
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図５：オディロン ･ ルドン
	 《殉教者の首》　1877 年
	 紙／木炭・チョーク　37.0 × 36.0cm
	 オッテルロー／クレーラー =ミューラー美術館

図７：オディロン ･ ルドン
	 《発芽》（『夢のなかで』no.2）1879 年
	 紙／石版画　27.3 × 19.4cm
	 岐阜県美術館

図６：オディロン ･ ルドン
	 《孵化》（『夢のなかで』no.1）　1879 年
	 紙／石版画　32.8 × 25.7cm
	 岐阜県美術館

図８：オディロン ･ ルドン
	 『夢のなかで』扉絵（表紙）1879 年
	 紙／石版画　30.2 × 22.3cm
	 岐阜県美術館


