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―
―
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
花
卉
画
の
諸
相

小
　
林
　
賴
　
子

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
で
制
作
さ
れ
た
植
物
画
の
点
数
の
多
さ
、
質
の
高

さ
に
は
他
国
の
追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
美
術
に
お
け
る
植

物
表
現
を
テ
ー
マ
と
す
る
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
美
術

研
究
者
の
私
が
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
い
た
所

以
も
そ
こ
に
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
で
試
み
ら
れ
た

多
種
多
様
な
植
物
表
現
の
う
ち
、
地
に
根
を
下
ろ
し
自
然
の
景
の
一
部
を

な
す
植
物
で
は
な
く
、
静
物
と
し
て
描
か
れ
た
植
物
の
絵
―
―
本
稿
で
は

花
卉
画
と
総
称
す
る
―
―
を
主
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
絵
画
の
伝

統
の
な
か
に
い
か
に
し
て
収
ま
り
所
を
見
つ
け
て
い
く
か
を
、
社
会
的
状

況
、
様
式
的
洗
練
の
過
程
、
そ
の
際
に
フ
ラ
ン
ド
ル
、
ド
イ
ツ
画
家
た
ち

が
果
し
た
役
割
り
、
植
物
が
個
別
に
帯
び
る
象
徴
的
意
味
な
ど
を
追
跡
し

つ
つ
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一　

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
花
卉
画
の
制
作
状
況
と
様
式
的
特
徴

ま
ず
は
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
画
家
が
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
花
卉
画
を

制
作
し
、
愛
好
家
の
需
要
に
応
え
、
新
た
な
需
要
の
掘
り
起
し
に
寄
与

し
た
か
を
探
っ
て
み
よ
う
。
一
九
八
二
年
、
今
は
亡
き
経
済
史
家
ジ
ョ

ン
・
マ
イ
ケ
ル
・
モ
ン
テ
ィ
ア
ス
が
、
デ
ル
フ
ト
公
文
書
館
に
伝
わ
る
デ

ル
フ
ト
の
画
家
と
職
人
に
関
す
る
長
年
の
古
文
書
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
、

刊
行
し
た
が
、
本
稿
と
の
関
連
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
同
書
に
掲

載
さ
れ
た
統
計
表
の
一
つ
（
表
１
）
で
あ
る
。1 

同
公
文
書
館
に
伝
わ
る

一
六
一
〇
〜
七
九
年
調
製
の
財
産
目
録
一
二
二
四
点
中
に
言
及
さ
れ
た
絵

画
を
物
語
画
（
神
話
画
・
宗
教
画
・
歴
史
画
）・
肖
像
画
・
風
俗
画
・
風

景
画
・
静
物
画
・
そ
の
他
の
絵
に
分
類
し
、
そ
の
割
合
を
一
〇
年
ご
と
に

算
出
し
た
表
で
、
太
線
部
分
が
静
物
画
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
の
推
移
を
示
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す
。
十
七
世
紀
の
進
行
に
合
わ
せ
て
数
字
が
四
・
二
（
一
六
一
〇
〜
一
九

年
）
か
ら
一
一
・
七
（
一
六
四
〇
〜
四
九
年
）、
一
五
・
四
（
一
六
六
〇
〜

六
九
年
）
と
徐
々
に
上
が
っ
て
い
き
、
一
六
七
〇
〜
七
九
年
に
は
遂
に
物

語
画
を
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
て
い
る
。
財
産
目
録
は
所
有
者
の
人
生

の
転
換
期
や
死
亡
時
に
調
製
さ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
言
及
さ
れ

て
い
る
作
品
は
制
作
時
か
ら
か
な
り
後
れ
て
目
録
化
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
制
作
時
点
は
、
右
の
カ
ッ
コ
内
の
年
代
を
一
〇
〜
二
〇
年
ほ
ど
（
あ

る
い
は
そ
れ
よ
り
長
い
期
間
に
わ
た
り
）
遡
ら
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
花
の
静
物
画
を
論
じ
た
専
門
書
を
上
梓
し

た
ポ
ー
ル
・
テ
イ
ラ
ー
は
、
十
七
世
紀
前
半
で
は
制
作
さ
れ
た
静
物
画
の

う
ち
の
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
花
卉
画
で
、
後
半
に
は
そ
の
数
値
が
下
が

る
傾
向
に
あ
る
と
報
告
す
る
。2 

ま
た
、
ア
ド
・
デ
・
ワ
ウ
デ
に
よ
る
統

計
調
査
に
よ
れ
ば
、
十
七
世
紀
を
通
じ
て
オ
ラ
ン
ダ
で
制
作
さ
れ
た
全
絵

画
点
数
は
、
外
国
に
輸
出
さ
れ
た
絵
画
を
除
く
と
、
約
五
〇
〇
万
点
余
に

上
る
。3 

こ
れ
ら
の
数
値
を
比
較
・
対
照
し
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
計
算
す

る
と
、
花
卉
画
の
推
定
制
作
点
数
は
表
１
の
下
に
書
き
足
し
た
よ
う
に
、

十
七
世
紀
を
通
じ
て
合
計
で
約
一
〇
万
点
、
一
年
に
な
ら
す
と
一
〇
〇
〇

点
ほ
ど
に
な
る
。
他
国
に
お
け
る
花
卉
画
の
制
作
点
数
が
不
明
な
の
で
、

比
較
は
で
き
な
い
が
、
な
か
な
か
に
大
き
な
数
字
と
言
っ
て
い
い
。
そ
の

な
か
に
は
、
注
文
主
の
決
ま
っ
て
い
な
い
美
術
市
場
向
け
の
二
〇
〜
三
〇

ギ
ル
ダ
ー
そ
こ
そ
こ
の
安
値
の
も
の
か
ら
、
総
督
や
貴
顕
の
士
が
か
ら
む

買
い
上
げ
額
一
〇
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
く
ら
い
の
高
値
の
も
の
ま
で
、
質
・
サ

イ
ズ
と
も
に
様
々
な
作
品
が
混
じ
っ
て
い
た
。4

デルフトの1224の財産目録中掲載の画種分布
M. Montias, Artists and Artisans in Delft, 1982, p.242より

物語画 46.1% 44.6 41.1 34.3 26.1 26.3 16.6
肖像画 16.9 13.6 13.8 21.8 18.3 12.2 15.0 
風俗画  3.8 4.6 4.6 3.7 4.9 4.8 7.4
風景画 25.6 23.7 27.6 26.1 33.9 38.6 40.9
静物画  4.2 11.2 9.9 11.7 13.7 15.4 16.7
その他  3.4 2.4 3.0 2.2 3.2 2.5 3.4

Ad van der Woudeによる
推定新作点数

小林推定

推定静物画
新作点数

推定植物画
新作点数

1610–9 1620–9 1630–9 1640–9 1650–9 1660–9 1670–9

新作点数 1610‒1679年：約400万点　うち、植物静物画9万点強

812707

34134

6827

1109214

141978

28396

1158512

185941

37188

973028

10217

20434

表1
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現
存
作
品
は
、
十
七
世
紀
初
め
に
盛
ん
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

花
卉
画
が
す
ぐ
さ
ま
迫
真
的
な
写
実
の
技
を
駆
使
し
て
制
作
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
図
3
、
4
、 

6
、
7
）。5
と
は
い
え
、

当
初
は
、
す
べ
て
の
花
が
均
等
に
光
を
受
け
て
扇
状
に
並
び
、
し
か
も
左

右
対
称
に
配
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
い
さ
さ
か
ぎ
こ
ち
な
い
、
人
工
的
な
構

図
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
十
七
世
紀
半
ば
頃
に
な
る
と
、
構
図
を
斜

め
に
走
る
対
角
線
に
添
っ
て
花
を
散
ら
す
、
よ
り
変
化
に
富
ん
だ
構
図
が

好
ま
れ
始
め
る
。
光
の
方
向
性
が
意
識
さ
れ
、
明
暗
の
按
配
が
工
夫
さ

れ
、
そ
れ
と
と
も
に
花
束
に
説
得
力
の
あ
る
深
奥
感
が
備
わ
る
よ
う
に
な

る
（
図
5
）。
十
七
世
紀
末
に
は
、
暗
か
っ
た
背
景
が
徐
々
に
明
る
く
な
り
、

花
の
華
や
か
さ
と
相
ま
っ
て
、
祝
祭
的
な
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
る
よ
う

に
も
な
る
。
但
し
、
生
き
た
花
を
彷
彿
さ
せ
る
迫
真
の
技
は
一
貫
し
て
失

わ
れ
ず
に
い
た
。
た
と
え
ば
同
時
代
の
詩
人
ヤ
ン
・
フ
ォ
ス
は
、
十
七
世

紀
半
ば
に
活
躍
し
た
ウ
ィ
レ
ム
・
フ
ァ
ン
・
ア
ー
ル
ス
ト
（
一
六
二
七
―

八
三
）
の
花
卉
画
の
一
つ
を
、

「
冬
だ
と
い
う
の
に
、
こ
こ
に
は
甘
美
な
春
が
や
っ
て
く
る
。

自
然
は
、
作
者
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
絵
筆
に
し
び
れ

気
の
毒
に
も
、
そ
れ
を
見
た
か
ら
に
は
、
萎
れ
始
め
る
。

ア
ウ
ロ
ラ
よ
、
頭
上
の
薔
薇
の
鬘
を
脇
に
置
け
。

こ
こ
に
は
、
お
前
の
鬘
に
優
る
バ
ラ
が
生
い
茂
る
。

か
く
し
て
フ
ァ
ン
・
ア
ー
ル
ス
ト
は
、

芸
術
を
通
じ
て
、
世
界
に
名
を
轟
か
せ
た

他
の
者
に
優
る
者
を
人
は
ほ
め
そ
や
す
が
い
い
。

彼
の
手
は
、
魂
に
満
ち
て
、
こ
の
植
物
の
葉
を
、

決
し
て
消
え
る
こ
と
の
な
い
輝
き
で
描
き
出
す
。

　

寒
暖
を
生
き
抜
い
た
茂
み
は
永
久
に
存
え
よ
う
・
・
」

と
謳
う
。6
芸
術=

描
か
れ
た
花
は
、
自
然
＝
本
物
の
花
が
萎
れ
て
ゆ
く

中
、
永
遠
に
咲
き
続
け
る
―
―
芸
術
が
自
然
を
凌
駕
す
る
と
い
う
、
絵
画

に
贈
ら
れ
る
お
定
ま
り
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
、
フ
ァ
ン
・
ア
ー
ル
ス

ト
の
技
の
冴
え
が
称
え
ら
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
イ
タ
リ
ア
伝
来
の
人
文
主
義
を
尊
ぶ
美
術
理
論
で
は
、
花

卉
画
を
含
む
静
物
画
は
絵
画
の
等
級
の
最
下
位
に
あ
る
、
だ
か
ら
男
で
は

な
く
女
の
画
家
が
取
り
組
む
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
考
え
は
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
絵
画
観
を
窺
う
最
重
要
文
献
の
一

つ
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ホ
ス
ト
ラ
―
テ
ン
の
『
絵
画
芸
術
の

高
等
流
派
入
門
』（
一
六
七
八
年
）
に
も
顕
著
で
、
最
高
位
に
あ
る
の
は

理
性
的
な
被
創
造
物
で
あ
る
人
間
の
望
み
や
高
貴
な
心
の
動
き
を
描
い
た

「
物
語
画
」
で
、
第
二
番
目
に
「
滑
稽
な
る
情
景
」
を
描
い
た
絵
画
が
続

き
、
最
下
位
が
静
物
画
だ
と
さ
れ
る
。「
当
然
の
こ
と
だ
が
、
果
物
や
そ

の
他
の
静
物
は
、
美
し
く
描
か
れ
て
い
よ
う
と
」、「
た
と
え
デ
・
ヘ
ー
ム
、

セ
ー
ヘ
ル
ス
、
ゼ
ウ
ク
シ
ス
、
パ
ラ
シ
オ
ス
に
よ
っ
て
、
最
高
の
技
で
迫

真
的
に
描
か
れ
て
い
よ
う
と
も
」、
第
一
級
の
芸
術
と
肩
を
並
べ
ら
れ
な

い
、
と
い
う
。7
興
味
深
い
こ
と
に
、
現
実
的
に
は
、
こ
う
し
た
美
術
理

論
の
足
枷
を
も
の
と
も
せ
ず
、
花
卉
画
は
と
き
に
高
値
で
買
い
取
ら
れ
た
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り
、
と
き
に
外
国
の
賓
客
へ
の

贈
答
品
に
利
用
さ
れ
た
り
し
た
。

実
際
、
花
卉
画
の
草
創
期
に
活

躍
し
た
ア
ン
ブ
ロ
ジ
ウ
ス
・
ボ

ス
ヒ
ャ
ー
ル
ト
（
一
五
七
三
―

一
六
二
一
）
は
、
オ
ラ
ニ
エ
公

か
ら
花
の
静
物
画
の
対
価
と
し

て
一
〇
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
の
大
枚

を
受
け
取
っ
た
。8
花
卉
画
が

年
間
一
〇
〇
〇
点
ほ
ど
描
か
れ

た
背
景
の
一
つ
を
こ
こ
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
花
卉
画
は
室
内
の
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
に
展
示
さ
れ
て
い
た
の

か
。
十
七
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
が
手
が
か
り
と
な
る
。
き

わ
め
て
精
巧
に
作
ら
れ
て
お
り
、
往
時
の
室
内
を
再
現
す
る
際
の
重
要
な

史
料
と
さ
れ
る
工
芸
品
で
あ
る
。
た
と
え
ば
十
七
世
紀
末
頃
に
ペ
ト
ロ
ネ

ッ
ラ
・
オ
ー
ル
ト
マ
ン
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
は
、
壁

面
を
風
景
描
写
で
飾
っ
た
部
屋
の
暖
炉
の
上
下
に
、
庭
に
遊
ぶ
鳥
の
絵
、

そ
し
て
花
卉
画
が
は
め
込
ま
れ
、
反
対
側
の
壁
の
隅
に
、
鳥
を
花
綱
が
囲

む
円
形
の
絵
が
置
か
れ
て
い
る
（
図
1
）。
家
具
の
様
子
か
ら
し
て
、
こ

の
家
の
最
上
質
の
部
屋
の
一
つ
の
よ
う
だ
。
絵
画
理
論
で
は
低
い
位
置
づ

け
だ
っ
た
が
、
花
卉
画
は
改
ま
っ
た
雰
囲
気
の
空
間
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。9

因
み
に
、
暖
炉
上
の
庭
に
遊
ぶ
鳥
の
絵
も
、
暖
炉
下
の
花
卉
画
も
、

十
八
世
紀
初
め
に
日
本
に
舶
載
さ
れ
、
石
川
大
浪
ら
が
模
写
し
た
オ
ラ
ン

ダ
花
鳥
画
の
作
者
と
同
じ
ウ
ィ
レ
ム
・
フ
ァ
ン
・
ロ
ー
イ
エ
ン
（
一
六
七
二

―
一
七
四
二
）
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
大
浪
ら
の
模
写
に
は
、
オ
ラ

ン
ダ
花
鳥
画
の
真
に
迫
っ
た
彩
色
・
形
態
を
称
え
、「
実
可
謂
奪
造
化
之

工
矣
」
と
驚
く
大
槻
玄
沢
の
讃
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。10
奇
し
く
も
オ
ラ

ン
ダ
花
卉
画
の
迫
真
性
が
、
洋
の
東
西
―
―
フ
ォ
ス
と
玄
沢
―
―
で
自
然

を
凌
駕
す
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

二　

花
卉
画
制
作
を
促
し
た
社
会
的
背
景

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
に
は
、
こ
う
し
た
写
実
的
な
花
卉
画
制
作
を
可
能

に
す
る
社
会
的
な
状
況
が
あ
っ
た
。11
十
六
世
紀
後
半
は
、
ネ
ー
デ
ル
ラ

ン
ト
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
が
南
北
に
、
つ
ま
り
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
と
オ

ラ
ン
ダ
と
に
分
か
れ
る
途
上
の
時
期
に
当
た
る
が
、
南
北
分
離
の
背
景
の

一
つ
に
は
、
新
・
旧
キ
リ
ス
ト
教
の
対
立
が
あ
っ
た
。
当
時
、
ネ
ー
デ
ル

ラ
ン
ト
を
治
め
て
い
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
ス
ペ
イ
ン
は
旧
教
を
奉
じ
て
お

り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
統
治
下
に
あ
っ
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
人
々

に
も
同
じ
旧
教
を
強
要
し
、
従
わ
な
け
れ
ば
厳
し
い
弾
圧
を
繰
り
返
し
加

え
た
。
そ
の
上
、
織
物
業
・
漁
業
で
栄
え
て
い
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
地

は
ス
ペ
イ
ン
の
厳
し
い
収
奪
の
対
象
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ネ
ー
デ
ル
ラ

ン
ト
の
人
々
の
中
に
は
、
そ
の
体
制
に
不
満
を
抱
き
、
ス
ペ
イ
ン
に
対
し

図１　ペトロネッラ・オールトマンのドール
ハウス部分
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反
抗
の
の
ろ
し
を
上
げ
、
勢
力
を
伸
ば
し
始
め
て
い
た
新
教
へ
と
傾
く
者

も
出
て
き
た
。
一
五
八
八
年
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
北
部
が
オ
ラ
ン
ダ
共
和

国
と
し
て
実
質
的
な
独
立
を
果
た
す
の
は
、
そ
の
激
し
い
対
立
と
戦
い
の

末
の
こ
と
だ
っ
た
。
新
生
の
共
和
国
は
、
国
教
と
し
て
新
教
の
信
仰
を
掲

げ
、
旧
教
徒
と
は
異
な
り
教
会
内
を
聖
像
で
荘
厳
し
な
い
と
い
う
方
針
を

採
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
画
家
た
ち
が
、
大
口

の
パ
ト
ロ
ン
の
一
つ
で
あ
る
教
会
が
注
文
す
る
宗
教
画
制
作
の
機
会
を
国

の
成
立
と
と
も
に
失
い
、
他
の
画
種
の
制
作
に
活
路
を
見
出
さ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

共
和
国
が
独
立
後
に
門
閥
市
民
を
中
心
と
し
た
議
会
制
を
布
い
た
こ
と

も
、
そ
の
後
の
オ
ラ
ン
ダ
の
絵
画
状
況
を
大
き
く
左
右
し
た
。
共
和
国
が

王
侯
・
貴
族
不
在
の
市
民
国
家
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

十
六
世
紀
末
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
絵
画
と
言
え
ば
、
物
語
画
、
つ

ま
り
宗
教
画
や
神
話
画
や
歴
史
画
が
主
流
で
あ
っ
た
。
特
に
後
二
者
の
神

話
画
・
歴
史
画
は
王
侯
・
貴
族
が
好
む
画
種
の
一
つ
だ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ

共
和
国
の
画
家
は
、
つ
ま
り
、
王
侯
・
貴
族
不
在
の
な
か
で
、
宗
教
画
の

注
文
主
で
あ
る
教
会
ば
か
り
で
な
く
、
神
話
画
・
歴
史
画
の
パ
ト
ロ
ン
を

も
国
の
成
立
と
と
も
に
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
代
々
総
督
に

任
ぜ
ら
れ
、
他
国
の
宮
廷
に
比
せ
ら
れ
る
オ
ラ
ニ
エ
家
は
勢
力
を
保
ち
続

け
て
い
た
し
、
国
や
議
会
や
役
所
が
物
語
画
を
注
文
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
。

し
か
し
、
注
文
数
が
全
体
と
し
て
減
少
し
て
い
っ
た
こ
と
は
モ
ン
テ
ィ
ア

ス
の
調
査
（
表
１
）
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

そ
う
し
た
な
か
で
絵
画
購
入
層
と
し
て
新
た
に
台
頭
し
て
き
た
の
が
国

の
経
済
を
支
え
る
新
興
市
民
層
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
絵
画
に
寄
せ

る
関
心
は
驚
く
ほ
ど
高
か
っ
た
。
二
〇
年
以
上
に
亘
り
レ
イ
デ
ン
に
住
ん

だ
フ
ラ
ン
ス
人
学
校
教
師
の
、「
こ
の
国
に
は
い
い
画
家
が
沢
山
い
る
し
、

家
に
は
美
し
い
絵
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
国
に
は
絵
の
入
手
を
躊
躇
す

る
ほ
ど
貧
し
い
人
は
い
な
い
」
と
い
う
一
六
六
一
年
の
言
葉
、12
さ
ら
に

は
先
に
挙
げ
た
十
七
世
紀
を
通
じ
て
の
推
定
絵
画
制
作
総
点
数
五
〇
〇
万

が
そ
の
こ
と
の
十
分
な
証
左
に
な
ろ
う
。
市
民
た
ち
は
、
美
術
市
場
や
注

文
を
通
じ
て
、
自
ら
の
手
で
勝
ち
取
っ
た
国
土
を
映
し
出
す
風
景
画
、
獲

得
し
た
豊
か
な
暮
ら
し
や
贅
沢
品
の
鏡
像
と
な
る
風
俗
画
、
静
物
画
、
そ

し
て
そ
れ
を
可
能
に
し
た
己
の
姿
を
捉
え
た
肖
像
画
を
積
極
的
に
入
手
し

た
の
だ
。
絵
画
は
新
興
の
市
民
層
が
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す

る
手
が
か
り
の
一
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
画
家
た
ち
は
、
市
場
の
動
向
に

左
右
さ
れ
る
不
安
定
さ
は
あ
る
に
し
ろ
、
新
た
な
顧
客
で
あ
る
市
民
層
の

求
め
る
新
た
な
画
種
を
開
拓
す
る
こ
と
で
状
況
の
変
化
に
対
応
し
た
。
花

卉
画
は
、
風
景
画
・
風
俗
画
な
ど
と
並
び
、
こ
う
し
た
社
会
の
変
革
期
に

一
つ
の
独
立
し
た
画
種
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
。

博
物
学
的
な
関
心
の
高
ま
り
と
園
芸
趣
味
の
浸
透
も
花
卉
画
の
制
作
を

大
い
に
促
し
た
。
十
六
世
紀
の
大
航
海
時
代
以
来
、
異
国
の
文
物
や
動
植

物
が
続
々
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
十
七
世
紀
に
は
オ
ラ

ン
ダ
が
そ
の
先
陣
を
切
っ
た
。
東
イ
ン
ド
会
社
、
西
イ
ン
ド
会
社
と
い
っ

た
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
東
西
の
海
に
船
を
送
り
、
世
界
の
珍
し
い
自

然
産
物
・
文
物
を
か
き
集
め
る
経
済
シ
ス
テ
ム
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
異
国
へ
の
航
海
に
絵
心
の
あ
る
医
者
、
画
家
を
伴
い
、
現
地
の
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動
植
物
を
描
写
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ヨ
ー
ハ
ン
・
マ
ウ
リ

ッ
ツ
公
は
ブ
ラ
ジ
ル
遠
征
（
一
六
三
六
〜
四
四
）
の
折
に
画
家
ア
ル
ベ
ル

ト
・
エ
ッ
ク
ハ
ウ
ト
（
一
六
一
〇
頃
―
一
六
六
五
）
を
連
れ
て
い
き
、
現

地
人
や
現
地
の
植
物
・
果
物
・
動
物
を
記
録
さ
せ
た
。13
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
関
心
事
で
あ
る
植
物
で
い
え
ば
、
珍
し
い
外
来
種
の
植
物
が
園
芸

熱
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
熱
を
煽
り
、
所
有
者
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
高
め
る
の
に

一
役
買
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
典
型
が
十
六
世

紀
末
に
ト
ル
コ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
将
来
さ
れ
、
や
が
て
オ
ラ
ン
ダ
で
一

大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
で
あ
る
。
人
々
の
関
心
の
度

合
い
の
高
さ
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
ば
か
り
の
花
卉
画
（
図
2
）
や
、
目
立

つ
位
置
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
を
配
し
た
花
卉
画
の
現
存
作
例
の
多
さ
か
ら
も

推
察
で
き
る
（
図
3
、
4
）。
因
み
に
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
相
場
は

急
激
に
過
熱
し
、
一
六
三
〇
年
代
に
は
多
く
の
素
人
が
一
攫
千
金
の
夢
を

み
て
投
機
に
走
っ
た
が
、
一
六
三
六
年
の
あ
る
日
、
市
場
を
暴
落
が
襲
い
、

破
産
者
が
続
出
し
た
。
痛
い
目
に
遭
っ
た
者
の
中
に
は
画
家
ヤ
ン
・
フ
ァ

ン
・
ホ
イ
エ
ン
な
ど
も
い
た
。14

三　

フ
ラ
ン
ド
ル
・
ド
イ
ツ
画
家
の
寄
与

　

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
は
、
こ
う
し
た
情
勢
を
背
景
に
し
て
、
花
卉
画
制

作
の
社
会
的
・
経
済
的
環
境
を
急
速
に
整
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
花
卉

画
へ
の
関
心
は
、
実
際
に
は
、
独
り
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
に
限
定
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
傾
向
で
も
あ
っ
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
で
十
七
世
紀
初
め
に
花
卉
画
が
本
格
的
に

制
作
さ
れ
始
め
る
に
際
し
て
は
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
南
部
、
つ
ま
り
フ
ラ

ン
ド
ル
か
ら
の
移
民
画
家
が
大
き
な
役
割
り
を
果
た
し
た
。
彼
ら
は
十
五

世
紀
以
来
培
わ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ド
ル
の
質
の
高
い
写
実
の
技
を
携
え
、

た
い
て
い
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
ス
ペ
イ
ン
の
強
要
す
る
旧
教
を
嫌
い
、
ネ

ー
デ
ル
ラ
ン
ト
北
部
、
つ
ま
り
オ
ラ
ン
ダ
へ
と
移
り
住
ん
だ
。
彼
ら
の
も

た
ら
し
た
技
が
な
け
れ
ば
、
新
興
の
画
種
で
あ
る
花
卉
画
が
、
先
に
も
言

及
し
た
よ
う
に
、
本
格
的
に
描
き
始
め
ら
れ
る
と
と
も
に
一
挙
に
写
実
の

技
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
現
に
、
初
期
を
代
表
す
る
オ 図２　Ｈ．ボロンヒール
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ラ
ン
ダ
の
花
卉
画
の
名
手
三
人
は
い
ず
れ
も
フ
ラ
ン
ド
ル
出
身
だ
っ
た
。

ア
ン
ブ
ロ
ジ
ウ
ス
・
ボ
ス
ヒ
ャ
ー
ル
ト
（
図
3
）
は
、
一
五
八
七
年
、

両
親
と
と
も
に
信
仰
上
の
理
由
で
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
を
逃
れ
、
オ
ラ

ン
ダ
の
ミ
ッ
デ
ル
ブ
ル
フ
に
移
り
住
ん
だ
。15
や
が
て
ア
ン
ブ
ロ
ジ
ウ
ス

（
子
）、
ヨ
ハ
ネ
ス
、
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
の
三
人
の
息
子
、
義
理
の
弟
ヨ
ハ

ネ
ス
と
バ
ル
タ
ザ
ル
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ア
ス
ト
（
一
五
九
三
／
九
四
―

一
六
五
七
）
な
ど
の
次
世
代
の
花
卉
画
家
を
育
て
、
同
市
で
花
の
画
派
を

形
成
す
る
ほ
ど
の
大
工
房
を
構
え
た
。
同
市
で
は
園
芸
家
と
も
交
流
が
あ

り
、
園
芸
種
の
植
物
を
間
近
で
観
察
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

実
際
、
彼
の
描
く
花
に
は
実
物
観
察
を
想
像
さ
せ
る
緻
密
さ
が
備
わ
っ
て

い
る
。
そ
の
質
の
高
さ
は
ハ
ー
グ
の
オ
ラ
ニ
エ
家
の
聞
き
及
ぶ
と
こ
ろ
と

な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
同
家
に
一
〇
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
の
花
卉
画
を
収
め
て
い

る
。ジ

ャ
ッ
ク
・
デ
・
ヘ
イ
ン（
子
）（
一
五
六
五
―
一
六
二
九
）
の
家
系
は

元
来
が
オ
ラ
ン
ダ
に
由
来
す
る
が
、
父
の
世
代
か
ら
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン

に
居
を
構
え
、
自
身
も
同
市
で
生
ま
れ
た
。16
し
か
し
、
一
五
八
〇
年
に

は
家
族
と
と
も
に
元
々
の
出
身
地
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
戻
り
、
以
降
、
ハ
ー
ル

レ
ム
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
レ
イ
デ
ン
と
居
を
移
し
つ
つ
、
銅
版
画
家
と

し
て
頭
角
を
現
し
て
い
っ
た
。
レ
イ
デ
ン
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
チ
ュ
ー
リ

ッ
プ
を
も
た
ら
し
た
人
物
で
あ
る
レ
イ
デ
ン
大
学
植
物
園
園
長
カ
ロ
ル

ス
・
ク
ル
シ
ウ
ス
と
も
親
交
を
深
め
た
。
そ
の
影
響
か
ら
か
、
一
六
〇
三

〜
四
年
頃
に
油
彩
画
家
を
目
指
す
決
意
を
し
て
第
一
作
に
選
ん
だ
の
は
花

卉
画
だ
っ
た
。
同
時
代
の
画
家
・
美
術
理
論
家
の
カ
ー
レ
ル
・
フ
ァ
ン
・

マ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
く
。「﹇
デ
・
ヘ
イ
ン（
子
）は
、
当
初
、
銅
版

画
に
取
り
組
ん
だ
が
、
油
彩
画
へ
の
関
心
が
深
く
、
ま
ず
は
色
彩
研
究
を

し
た
。
一
六
〇
三
年
以
前
頃
﹈
油
彩
画
で
仕
事
を
始
め
る
準
備
は
整
っ

た
、
油
彩
技
術
を
い
か
に
使
い
こ
な
せ
る
か
見
極
め
よ
う
、
と
彼
は
考
え

た
。
手
始
め
に
小
さ
な
壺
に
生
け
た
花
を
写
生
で
描
い
た
。
そ
の
作
品
は
、

現
在
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
オ
ス
宅
に
あ

る
。
正
確
に
描
い
た
作
品
で
、
最
初
の
試
み
と
し
て
称
賛
に
値
す
る
出
来

ば
え
だ
っ
た
。
彼
の
最
大
の
野
望
は
人
物
を
描
く
こ
と
だ
っ
た
が
、
再
び

実
験
的
な
制
作
と
し
て
、
大
き
な
花
瓶
に
生
け
た
花
に
取
り
組
ん
だ
。
狙

い
は
、
第
一
作
で
気
に
入
ら
な
か
っ
た
点
を
修
正
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
か図３　Ａ．ボスヒャールト
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く
し
て
、
大
き
な
ガ
ラ
ス
壺

に
活
け
た
花
束
を
辛
抱
強
く
、

正
確
に
描
き
、
完
成
さ
せ

た
。
こ
の
作
品
は
、
デ
・
ヘ

イ
ン
が
描
き
た
め
た
小
さ
な

花
・
小
動
物
の
グ
ァ
ッ
シ
ュ

に
よ
る
写
生
画
を
収
め
た
小

冊
子
と
と
も
に
皇
帝 
﹇
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
ル
ド
ル
フ
Ⅱ
世
﹈ 

が
購
入

し
た
…
…
」。
デ
・
ヘ
イ
ン（
子
）は
先
ず
は
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
を
碁
盤
の
目

に
区
切
り
、
様
々
な
色
彩
を
置
き
な
が
ら
色
彩
学
習
を
し
、
そ
の
後
に
花

卉
画
の
制
作
に
携
わ
っ
た
と
も
い
う
。17
最
初
に
専
門
と
し
た
銅
版
画
と

異
な
り
、「
色
」
の
あ
る
絵
画
に
初
め
て
取
り
組
む
彼
に
、
色
鮮
や
か
な

花
は
格
好
の
学
習
・
実
験
材
料
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
頃
に
描
か

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
（
図
4
）
か
ら
、
そ
の
図
様
を
想
像
し
て
み
よ

う
。
作
品
の
評
判
は
上
々
だ
っ
た
よ
う
だ
。
数
年
後
の
一
六
〇
六
年
に
オ

ラ
ン
ダ
議
会
が
、
フ
ラ
ン
ス
王
妃
マ
リ
ー
・
ド
ゥ
・
メ
デ
ィ
シ
ス
へ
の
贈

答
品
と
し
て
彼
の
花
卉
画
を
一
〇
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
で
買
い
上
げ
て
い
る
か

ら
だ
。18

フ
ラ
ン
ド
ル
の
コ
ル
ト
レ
イ
ク
に
生
ま
れ
た
ル
ー
ラ
ン
ト
・
サ
ー
フ
ェ

リ
ー
（
一
五
七
六
―
一
六
三
九
）
は
、
一
五
八
五
年
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

を
信
仰
す
る
両
親
と
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
ル
レ
ム
に
移
住
し
て
き

た
。19
得
意
の
領
域
は
風
景
画
だ
っ
た
が
、
一
六
〇
三
年
に
は
彼
の
現
存

最
初
期
と
な
る
花
卉
画
を
制
作
し
て
い
る
。
や
が
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

長
期
の
プ
ラ
ハ
滞
在
を
経
て
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
と
移
り

住
み
、
深
い
森
の
風
景
画
制
作
を
旺
盛
に
進
め
る
が
、
決
し
て
数
は
多
く

な
い
も
の
の
、
花
卉
画
へ
の
関
心
は
失
わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
（
図
7
）。

十
七
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ド
ル
の
間
を
行
き

来
し
つ
つ
比
類
な
く
豪
華
な
花
卉
画
を
制
作
し
た
画
家
ヤ
ン
・
ダ
ー
フ

ィ
ッ
ツ
ゾ
ー
ン
・
デ
・
ヘ
ー
ム
（
一
六
〇
六
―
一
六
八
三
／
八
四
）
が
登

場
す
る
（
図
5
）。20
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
ボ
ス
ヒ
ャ
ー
ル
ト
の
弟
子
バ
ル
タ
ザ

ル
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ア
ス
ト
に
師
事
し
、
果
物
画
制
作
の
基
礎
を
養
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
デ
・
ヘ
ー
ム
独
特
の
透
明
感
の
あ
る
、
華
や
か

な
花
卉
画
へ
の
開
眼
は
、
一
六
三
〇
年
代
初
め
に
移
住
し
た
ア
ン
ト
ウ

ェ
ル
ペ
ン
に
活
躍
す
る
花
の
画
家
ダ
ニ
ー
ル
・
セ
ー
ヘ
ル
ス
（
一
五
九
〇

―
一
六
六
一
）
の
作
品
と
の
出
会
い
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。
セ
ー
ヘ
ル
ス
は
、

一
六
〇
一
年
か
ら
一
〇
年
間
、
母
の
改
宗
に
伴
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
に
移
る

が
、
そ
の
後
は
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
に
戻
り
、
後
に
触
れ
る
花
の
画
家
ヤ

ン
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
に
絵
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
や
っ

て
き
た
青
年
デ
・
ヘ
ー
ム
の
眼
を
花
卉
画
制
作
へ
と
向
け
る
の
に
セ
ー
ヘ

ル
ス
ほ
ど
う
っ
て
つ
け
の
先
輩
画
家
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
面
白
い
こ

と
に
、
デ
・
ヘ
ー
ム
は
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
移
住
後
も
頻
繁
に
ユ
ト
レ

ヒ
ト
へ
戻
り
、
一
六
六
七
年
か
ら
一
六
七
二
年
に
は
同
市
に
ア
ト
リ
エ
を

構
え
、
後
述
の
よ
う
に
ヤ
ー
コ
プ
・
マ
レ
ル
、
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
ミ
ニ
ョ

ン
（
一
六
四
〇
―
七
九
）（
図
10
、
11
）
を
は
じ
め
と
し
た
弟
子
を
育
て
て

い
る
。
ま
さ
に
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ド
ル
の
花
卉
画
の
橋
渡
し
を
身
を
も

っ
て
実
践
し
た
画
家
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

図４　Ｊ．デ・ヘイン





77

市民社会を彩る植物

ド
イ
ツ
語
圏
と
の
関
連
、
な
か
で
も
博
物
学
に
類
ま
れ
な
関
心
を
寄
せ

た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
ル
ド
ル
フ
Ⅱ
世
の
宮
廷
と
の
関
連
も
見
逃
せ
な

い
。21
そ
の
関
心
は
、
植
物
学
者
の
レ
ン
ベ
ル
ト
・
ド
ド
ネ
ウ
ス
、
カ
ロ

ル
ス
・
ク
ル
シ
ウ
ス
を
も
こ
の
稀
代
の
皇
帝
の
許
に
引
き
寄
せ
た
。
先
に

挙
げ
た
オ
ラ
ン
ダ
画
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
・
ヘ
イ
ン（
子
）の
場
合
は
、
上
述

の
フ
ァ
ン
・
マ
ン
デ
ル
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一
六
〇
四
年
以
前
頃

に
制
作
し
た
花
卉
画
第
二
作
を
ル
ド
ル
フ
Ⅱ
世
が
買
い
上
げ
た
。
残
念
な

が
ら
当
の
作
品
は
現
存
し
な
い
が
、
同
時
に
購
入
さ
れ
た
小
冊
子
―
―
花

と
小
動
物
・
昆
虫
を
描
い
た
羊
皮
紙
二
二
枚
か
ら
な
る
―
―
の
方
は
、
幸

い
に
も
、
パ
リ
の
ル
フ
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
伝
わ
る
。
写
実
の
技
が
植

物
に
強
靭
な
骨
格
を
与
え
る

清
々
し
い
優
品
が
収
め
ら
れ
て

い
る
（
図
6
）。
購
入
を
仲
介

し
た
の
は
、
当
時
、
ル
ド
ル
フ

Ⅱ
世
に
仕
え
て
い
た
同
じ
ア
ン

ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
出
身
の
画
家
ヤ

ー
コ
プ
・
フ
ー
フ
ナ
ー
ヘ
ル

（
一
五
七
五
―
一
六
三
〇
）
だ

と
も
言
わ
れ
る
。

　

フ
ラ
ン
ド
ル
と
の
関
連
で

触
れ
た
ル
ー
ラ
ン
ト
・
サ
ー

フ
ェ
リ
ー
は
新
生
ロ
ー
マ
帝

国
皇
帝
ル
ド
ル
フ
Ⅱ
世
に
招
か

れ
、
一
六
〇
四
か
ら
彼
の
没
す

る
一
六
一
二
年
ま
で
、
彼
の

プ
ラ
ハ
の
宮
廷
画
家
と
し
て

活
躍
し
た
。
そ
の
後
は
皇
帝

の
弟
マ
テ
ィ
ア
ス
に
登
用
さ

れ
、
一
六
一
四
〜
一
六
年
に
は

ウ
ィ
ー
ン
の
宮
廷
画
家
と
な

っ
た
。
一
三
年
の
長
き
に
亘
る

こ
の
滞
在
の
間
に
は
、
風
景
画

家
と
し
て
の
腕
を
見
込
ま
れ

図８　G．フーフナーヘル 図７　R．サーフェリー 図６　J．デ・ヘイン

図５　J．Ｄ．デ・ヘーム
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て
、
チ
ロ
ル
の
山
岳
風
景
を
描
く
仕
事
を
任
さ
れ
、
多
く
の
作
品
を
制

作
す
る
が
、
そ
の
間
に
再
び
花
卉
画
を
手
掛
け
て
い
る
（
図
7
）。
ル
ド

ル
フ
Ⅱ
世
の
宮
廷
に
一
五
九
〇
年
頃
か
ら
滞
在
し
、
植
物
の
挿
絵
で
注

目
す
べ
き
仕
事
を
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ド
ル
画
家
ヨ
ー
リ
ス
・
フ
ー
フ
ナ

ー
ヘ
ル（
一
五
四
二
―
一
六
〇
〇
）の
遺
品
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
は
ず

だ
（
図
8
）。22
ヨ
ー
リ
ス
の
息
子
ヤ
ー
コ
プ
の
薫
陶
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
彼
は
、
父
が
没
し
て
二
年
後
の
一
六
〇
二
年
、
プ
ラ
ハ
宮
廷
の
王
室

付
き
画
家 

（kam
m

erm
aler

）と
な
り
、
お
そ
ら
く
ル
ド
ル
フ
Ⅱ
世
の
死

の
一
六
一
二
年
ま
で
、
そ
の
職
を
全
う
し
て
い
る
。23
父
ヨ
ー
リ
ス
ほ
ど

で
は
な
い
に
し
て
も
、
植
物
描
写
に
才
能
を
示
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
年

齢
の
サ
ー
フ
ェ
リ
ー
と
の
交
流
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
一
方
、

一
六
〇
四
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
の
風
景
画
家
ヤ
ン
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
も

プ
ラ
ハ
の
宮
廷
を
訪
れ
て
い
る
。
彼
が
ミ
ラ
ノ
の
ボ
ッ
ロ
メ
ー
オ
卿
の
た

め
に
「
す
べ
て
写
生
で
描
い
た
」
と
い
う
花
卉
画
大
作
を
制
作
し
、
花
の

画
家
と
し
て
の
名
声
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
く
の
は
、
そ
れ
か
ら
僅
か

二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。24
プ
ラ
ハ
の
宮
廷
は
、
サ
ー
フ
ェ
リ
ー
の
眼
を

か
つ
て
取
り
上
げ
た
こ
と
の
あ
る
花
卉
画
へ
と
向
け
る
芸
術
的
刺
激
に
満

ち
満
ち
て
い
た
の
だ
。

ヨ
ー
リ
ス
・
フ
ー
フ
ナ
ー
ヘ
ル
は
、
ル
ド
ル
フ
Ⅱ
世
の
宮
廷
以
外
で
も

オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
の
花
卉
画
の
接
着
剤
役
を
果
た
し
た
。
フ
ラ
ン
ド
ル

か
ら
の
宗
教
難
民
の
多
い
フ
ラ
ン
ケ
ン
タ
ー
ル
（
ド
イ
ツ
）
に
生
ま
れ
た

ヤ
ー
コ
プ
・
マ
レ
ル
（
一
六
一
三
／
四
―
一
六
八
一
）
は
、
一
〇
歳
の
時

に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
へ
移
住
し
、
チ
ェ
コ
生
ま
れ
の
静
物
画
家
ゲ
オ
ル

グ
・
フ
レ
ー
ゲ
ル
（
一
五
六
六
―
一
六
三
八
）（
図
9
）
に
弟
子
入
り
す
る

が
、
そ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
は
、
フ
レ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
オ
ー
ス
ト

リ
ア
か
ら
や
っ
て
き
た
フ
ラ
ン
ド
ル
出
身
の
風
景
画
家
ル
ー
カ
ス
・
フ

ァ
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ブ
ル
フ
（
滞
在
一
五
九
二
／
三
〜
九
七
）
も
い
れ
ば
、

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
移
っ
て
き
て
い
た
ヨ
ー
リ
ス
・
フ
ー
フ
ナ
ー
ヘ
ル
も
い

た
（
滞
在
一
五
九
一
〜
九
四
）。
同
じ
頃
、
フ
ラ
ン
ド
ル
出
身
の
植
物
学

者
の
カ
ロ
ル
ス
・
ク
ル
シ
ウ
ス
も
同
市
に
長
期
滞
在
中
だ
っ
た
。
東
西
交

通
路
の
交
差
す
る
場
所
に
位
置
し
、
し
か
も
信
仰
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て

い
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
は
、
商
人
・
学
者
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ド
ル
画
家

の
集
散
す
る
都
市
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。25
フ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
彼
ら
か
ら 図９　Ｇ．フレーゲル
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北
方
の
写
実
の
技
を
吸
収
し
、
花
卉
画
を
含
む
静
物
画
に
優
品
を
残
し
た
。

と
り
わ
け
ヨ
ー
リ
ス
の
薫
陶
は
花
卉
画
の
伝
統
を
ド
イ
ツ
に
根
付
か
せ
る

の
に
大
い
に
寄
与
し
、
フ
レ
ー
ゲ
ル
の
花
卉
画
を
介
し
て
彼
の
弟
子
ヤ
ー

コ
プ
・
マ
レ
ル
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
（
図
10
）。
そ
の
縁
は
、
マ
レ

ル
が
、
フ
レ
ー
ゲ
ル
に
学
ん
だ
後
、
一
六
三
〇
年
代
初
め
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト

へ
と
居
を
移
し
、
先
に
挙
げ
た
デ
・
ヘ
ー
ム
に
師
事
し
、
さ
ら
に
は
同
地

で
活
躍
し
て
い
た
ア
ン
ブ
ロ
ジ
ウ
ス
・
ボ
ス
ヒ
ャ
ー
ル
ト
の
弟
子
バ
ル
タ

ザ
ル
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ア
ス
ト
の
強
い
影
響
を
受
け
る
に
至
り
、
オ
ラ

ン
ダ
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。26
マ
レ
ル
は
、
一
六
五
〇
年
頃
、
一
旦
は

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
戻
り
、
同
地
で
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
ミ
ニ
ョ
ン
、
マ
ー

リ
ア
・
シ
ビ
ッ
ラ
・
メ
ー
リ
ア
ン
を
育
て
る
が
、
五
九
年
頃
に
は
彼
ら
を

伴
っ
て
再
び
ユ
ト
レ
ヒ
ト
へ
と
戻
り
、
画
商
を
営
ん
だ
。

マ
レ
ル
の
弟
子
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
ミ
ニ
ョ
ン
は
、
師
が
一
六
七
九
年
に

故
郷
へ
引
き
上
げ
た
後
も
そ
の
ま
ま
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
と
ど
ま
っ
た
。27
ア

ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
か
ら
里
帰
り
し
て
同
市
に
工
房
を
構
え
て
い
た
デ
・
ヘ

ー
ム
に
、
一
六
六
九
〜
七
二
年
、
弟
子
入
り
し
た
こ
と
が
彼
に
帰
国
を
思

い
と
ど
ま
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
。
や
が
て
彼
は
師
の
作
品
と
見
分
け
が
つ
か

な
い
ほ
ど
に
腕
を
磨
き
、
師
の
華
や
か
な
花
卉
画
の
様
式
を
最
も
よ
く
受

図 10　J．マレル

図 11　Ａ．ミニョン 
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け
継
ぐ
画
家
と
な
っ
た

（
図
11
）。
ち
な
み
に
、

ミ
ニ
ョ
ン
の
両
親
は
元

来
が
信
仰
上
の
理
由
で

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移

住
し
た
フ
ラ
ン
ド
ル
人

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ミ

ニ
ョ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ド

ル
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ド
イ

ツ
を
つ
な
ぐ
輪
を
体
現
す
る
画
家
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

マ
レ
ル
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
ミ
ニ
ョ
ン
と
と
も
に
、
後

妻
の
連
れ
子
で
マ
テ
ウ
ス
・
メ
ー
リ
ア
ン
の
娘
だ
っ
た
マ
ー
リ
ア
・
シ

ビ
ッ
ラ
・
メ
ー
リ
ア
ン
を
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
伴
っ
て
い
た
。28
彼
女
は

一
六
六
七
年
に
一
旦
は
ド
イ
ツ
に
戻
る
が
、
一
六
八
五
年
に
は
再
び
オ
ラ

ン
ダ
に
移
住
し
、
一
七
一
七
年
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
没
し
た
。
そ
の
間
、

オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
ス
リ
ナ
ム
に
渡
っ
て
同
地
の
植
物
を
描
き
、
植
物
画

の
専
門
家
と
し
て
何
冊
も
の
植
物
画
集
を
出
版
し
（
図
12
）、
植
物
画
・

花
卉
画
の
博
物
的
・
科
学
的
役
割
り
の
大
き
さ
を
世
に
知
ら
し
め
た
。

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
が
、
社
会
的
特
殊
状
況
を
糧
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
他
の
国
に
先
駆
け
て
花
卉
画
と
い
う
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
た
こ
と
に

異
論
を
唱
え
る
者
は
誰
一
人
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
画
家
た
ち
を
国
か
ら

国
へ
、
都
市
か
ら
都
市
へ
と
動
か
し
た
フ
ラ
ン
ド
ル
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ド
イ

ツ
の
信
仰
事
情
、
そ
し

て
高
ま
り
つ
つ
あ
る
博

物
学
へ
の
関
心
、
中
で

も
プ
ラ
ハ
の
ル
ド
ル
フ

Ⅱ 

世
の
驚
異
的
な
探

求
心
の
深
さ
は
、
そ
の

開
花
の
過
程
で
、
間
違

い
な
く
、
き
わ
め
て
重

要
な
寄
与
を
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
一
五
六
二
〜
六
五
年
と
い
う
早
い
時
期
に
ル
ー
デ
ィ

ガ
ー
・
ト
ム
・
リ
ン
グ
（
一
五
二
二
―
一
五
八
四
）
に
よ
っ
て
数
点
の
花

卉
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
五
六
二
年
の
年
記
の
あ
る
二
点
は
、
銘
文
か

ら
し
て
薬
剤
師
が
所
有
す
る
戸
棚
の
扉
絵
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、29

そ
の
他
の
作
品
は
独
立
し
た
タ
ブ
ロ
ー
画
で
あ
り
（
図
13
）、
格
別
の
銘

文
も
持
た
な
い
。
同
じ
花
が
複
数
の
作
品
で
再
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
必
ず

し
も
写
生
が
基
本
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
時
期
的
に
見
て
注
目
す
べ
き

花
卉
画
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ト
ム
・
リ
ン
グ
は
、
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
に
生
ま
れ
、
一
五
五
〇
年
頃
、
信
仰
上
の
理
由
で
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、

一
五
六
九
年
以
降
は
没
す
る
ま
で
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
に
留
ま
っ
た
。

植
物
描
写
へ
の
関
心
は
、
若
年
期
に
修
業
で
訪
れ
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
で

培
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
需
要
な
し
に
制
作
す
る
こ
と
は
な
か
ろ

う
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
顧
客
の
中
に
博
物
愛
好
家
が
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ

な
い
。
実
際
、
鳥
を
克
明
に
描
い
た
ト
ム
・
リ
ン
グ
作
品
も
数
点
伝
わ
る
。

図 12　M．S．メリアン

図 13　R．トム・リング
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十
七
世
紀
の
花
卉
画
と
い
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
画
家
の
独
壇
場
の
よ
う
に
誤
解

さ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
始
ま
り
も
展
開
も
、
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
視
野
で

捉
え
て
初
め
て
全
貌
が
見
え
て
く
る
。

四　

宗
教
的
象
徴
・
市
民
の
モ
ラ
ル
の
象
徴
と
し
て
植
物

　

花
卉
画
が
何
よ
り
も
迫
真
的
な
描
写
に
よ
っ
て
見
る
者
の
眼
を
奪
っ
て

い
た
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
詩
人
ヤ
ン
・
フ
ォ
ス
の
フ
ァ
ン
・
ア
ー
ル

ス
ト
作
品
礼
讃
詩
か
ら
明
ら
か
だ
。
今
日
の
花
卉
画
の
一
般
的
な
人
気
も
、

写
実
の
技
に
対
す
る
驚
き
、「
本
物
よ
り
本
物
ら
し
い
！
」
に
多
く
を
負

っ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
画
家
た
ち
が
、
植
物
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
こ

に
宗
教
上
の
象
徴
的
意
味
や
市
民
的
モ
ラ
ル
を
埋
め
込
む
の
を
忘
れ
な
か

っ
た
こ
と
も
事
実
だ
。
古
来
、
様
々
な
象
徴
の
担
い
手
と
見
な
さ
れ
て
き

た
植
物
か
ら
意
味
を
剥
奪
す
る
の
は
容
易
で
は
な
か
ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ

そ
、
画
家
も
受
容
者
も
植
物
描
写
に
そ
れ
を
活
用
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
好
例
の
一
つ
に
、
外
観
上
は
最
初
の
独
立
し
た
花
卉
画
と
見
え
る

ハ
ン
ス
・
メ
ム
リ
ン
ク
の
一
四
九
〇
年
頃
の
作
品
（
図
14
）
が
あ
る
。
生

け
ら
れ
て
い
る
ユ
リ
、
ア
イ
リ
ス
、
オ
ダ
マ
キ
は
、
宗
教
画
に
繰
り
返
し

描
か
れ
る
花
だ
が
、
花
瓶
の
腹
に
記
さ
れ
た
Ｉ
Ｈ
Ｓ
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
―
―

ギ
リ
シ
ャ
語
で
イ
エ
ス
と
書
い
た
時
の
最
初
の
三
文
字
・
Ι
Η
Σ
あ
る
い

は
ラ
テ
ン
語
で
イ
エ
ス
、
人
類
の
、
救
世
主
と
書
い
た
時
の
三
つ
の
頭
文

字
・
Ｊ
Ｈ
Ｓ
―
―
を
考
慮
す
れ
ば
、
単
な
る
装
飾
の
花
で
は
な
く
、
宗
教

上
の
象
徴
的
意
味
が
あ
っ
て
選
ば
れ
た
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
実
際
、

ユ
リ
が
キ
リ
ス
ト
、
マ
リ
ア
の
純
潔
を
、
ア
イ
リ
ス
が
天
上
の
女
王
と
し

て
の
マ
リ
ア
を
、
ア
イ
リ
ス
の
葉
が
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
マ
リ
ア
の
悲
痛

を
、
オ
ダ
マ
キ
が
三
位
一
体
、
聖
霊
を
象
徴
す
る
花
な
の
は
周
知
の
と
こ

ろ
だ
。30
ユ
リ
と
ア
イ
リ
ス
の
咲
い
た
花
が
三
つ
ず
つ
な
の
も
、
三
位
一

体
を
強
く
思
わ
せ
る
。
実
は
、
こ
の
花
卉
画
は
両
手
を
合
わ
せ
、
祈
り
の

仕
種
を
す
る
男
性
を
描
い
た
肖
像
画
、
お
そ
ら
く
は
寄
進
者
像
の
裏
面
に

描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
男
性
肖
像
画
は
今
は
失
わ
れ
た
聖
母
子

像
と
対
と
な
っ
て
、
か
つ
て
は
二
連
祭
壇
画
を
構
成
し
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
。
こ
の
仮
定
に
立
つ
と
、
二
連
祭
壇
画
を
閉
じ
た
時
に
、
図
14
の
花図 14　Ｈ．メムリンク
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卉
画
は
聖
母
子
像
の
上
に
重
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
図
14
は
、

た
い
て
い
は
聖
母
子
像
の
脇
に
添
え
て
描
か
れ
て
い
た
象
徴
の
花
が
、
多

翼
祭
壇
画
と
い
う
形
式
の
ゆ
え
に
、
独
立
の
画
面
を
獲
得
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。31

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
花
卉
画
は
、
様
式
面
と
並
ん
で
、
機
能
面
で
も

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ド
ル
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
。
多
く
の
作
品
に
宗

教
上
の
象
徴
的
意
味
が
読
み
込
め
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
二
四
歳
以
降
、

五
〇
年
に
わ
た
り
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
活
躍
し
た
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
ミ
ニ
ョ
ン

の
花
卉
画
で
は
、
花
瓶
の
右
の
陰
に
髑
髏
と
砂
時
計
が
描
か
れ
て
い
る

（
図
11
）。
髑
髏
の
下
の
紙
上
の
こ
と
ば
、「
人
の
生
涯
は
草
の
よ
う
。
野

の
花
の
よ
う
に
咲
く
。
風
が
そ
の
上
を
吹
け
ば
、
消
え
う
せ
生
え
て
い
た

所
を
知
る
者
も
な
く
な
る
」（
詩
編
一
〇
三
章
一
五
―
一
六
節
）
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
は
、
花
は
華
や
か
と
言
え
ど
も

空
し
い
も
の
、
つ
ま
り
ウ
ァ
ニ
タ
ス
の
象
徴
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
死
を
表
す
髑
髏
と
、
す
べ
て
を
死
へ
と
追
い
や
る
時
を
刻
む
砂
時

計
と
右
の
よ
う
な
銘
文
と
並
置
さ
れ
た
場
合
、
花
が
し
ば
し
ば
帯
び
る
そ

の
ウ
ァ
ニ
タ
ス
の
意
味
が
確
定
的
な
重
さ
で
見
る
者
の
思
念
を
誘
っ
て
く

る
。
ミ
ニ
ョ
ン
の
選
ん
だ
花
の
ほ
と
ん
ど
が
、
少
し
盛
り
を
過
ぎ
、
開
き

き
っ
て
い
た
り
、
頭
を
下
げ
た
り
、
萎
れ
始
め
た
り
し
て
い
る
の
は
偶
然

で
は
な
い
の
だ
。

植
物
は
、
市
民
社
会
の
理
念
を
表
出
す
る
た
め
に
、
肖
像
画
の
中
で
も

頻
繁
に
活
用
さ
れ
た
。
中
で
も
ヤ
ン
・
メ
イ
テ
ン
ス
の
《
ウ
ィ
レ
ム
・
フ

ァ
ン
・
デ
ン
・
ケ
ル
ク
ホ
ー
フ
ェ
ン
と
そ
の
家
族
》
は
注
目
に
値
す
る

図 15　Ｊ．メイテンス
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（
図
15
）。32
家
族
の
備
え
る
べ
き
様
々
な
美
徳
が
植
物
で
示
唆
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
画
面
右
端
の
青
い
ド
レ
ス
を
着
た
娘
が
摘
む
バ
ラ

は
愛
を
、
そ
の
下
に
座
る
赤
い
ド
レ
ス
の
娘
が
手
に
す
る
花
輪
は
オ

ラ
ン
ダ
語
のm

aagd
kran

s

（
処
女
の
冠
）
か
ら
の
連
想
で
純
潔
を
、

中
央
の
父
親
の
傍
ら
の
男
児
が
右
手
に
持
つ
桃
は
心
臓
に
似
た
形
か

ら
心
を
、
彼
の
後
ろ
に
咲
く
ケ
シ
は
ケ
レ
ス
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
豊
穣
を
、
母
親
の
臙
脂
色
の
ド
レ
ス
の
膝
に
子
供

が
差
し
出
す
ミ
ル
テ
の
小
枝
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
典
拠
に
愛
と
結
婚

を
、
そ
の
母
親
の
後
ろ
に
立
つ
少
年
が
茎
の
と
こ
ろ
で
摘
ま
む
ブ
ド

ウ
の
房
は
当
代
の
エ
ン
ブ
レ
マ
ー
タ
を
手
掛
か
り
に
す
れ
ば
純
潔
を
、

そ
し
て
、
夫
婦
の
背
後
の
大
き
な
樹
を
這
い
上
る
蔓
植
物
は
、
後
に

指
摘
す
る
よ
う
に
、
夫
婦
の
愛
の
絆
の
深
さ
を
象
徴
す
る
。
ち
な
み

に
、
左
端
の
娘
が
手
に
す
る
真
珠
の
首
飾
り
は
純
潔
を
、
母
の
膝
に

前
脚
を
掛
け
る
子
犬
と
そ
の
足
元
に
座
る
男
児
が
首
に
手
を
回
す
子

犬
は
、
ど
ち
ら
も
、
忠
誠
と
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
子
供
た
ち
の
し
つ

け
の
良
さ
を
表
す
。
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
で
は
、
家
族
こ
そ

が
道
徳
的
な
核
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
メ
イ
テ
ン
ス
は
そ
の
家
族
観

を
、
愛
と
豊
穣
と
忠
誠
を
象
徴
す
る
植
物
を
画
面
の
至
る
所
に
さ
り

げ
な
く
、
し
か
し
目
に
つ
く
よ
う
に
配
し
つ
つ
、
家
族
の
肖
像
画
と

い
う
形
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
。
蛇
足
に
な
る
が
、
空
を
舞
う

プ
ッ
ト
ー
五
人
は
夫
婦
の
子
供
の
う
ち
、
作
品
制
作
時
に
幼
く
し
て

す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
子
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
・
ハ
ル
ス
と
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ボ
ル
が
描
い
た
夫

図 16　Ｆ．ハルス
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婦
の
肖
像
画
で
も
、
植
物
が
解
釈
の
鍵
と
な
る
。
ハ
ル
ス
作
品
（
図
16
）

で
は
、
右
後
方
に
噴
水
の
周
り
を
散
策
す
る
男
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

中
世
以
来
の
愛
の
園
の
表
象
と
見
て
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
像
主
で
あ

る
前
景
の
二
人
の
夫
婦
も
そ
の
愛
の
園
に
住
ま
い
、
互
い
に
愛
を
捧
げ
合

う
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。33
そ
れ
は
、
早
く
か
ら
エ
デ
ィ
・
デ
・
ヨ

ン
グ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
背
後
に
蔓
の
絡
ん
だ
木
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
ア
ル
チ
ャ
ー
テ
ィ
の
寓
意
画
集
の
中

の
寓
意
画
の
一
つ
、
ブ
ド
ウ
の
蔓
が
太
い
木
の
幹
に
絡
む
画
像
に
「
愛
は

死
し
て
も
終
わ
ら
じ
」
と
銘
文
が
添
え
ら
れ
て
お
り
（
図
18
）、
ハ
ル
ス

作
品
に
も
同
じ
意
味
が
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。34
先
に
挙

げ
た
メ
イ
テ
ン
ス
作
品
に
描
か
れ
た
夫
婦
の
背
後
に
も
、
蔦
の
絡
む
木
が

あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
ハ
ル
ス
作
品
で
は
、
左
下
隅
に
描

き
添
え
ら
れ
た
ア
ザ
ミ
も
見
逃
せ
な
い
。
ア
ザ
ミ
は
古
い
オ
ラ
ン
ダ
語
で

はm
an

n
en

tro
u

w

（
男
の
忠
誠
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
肖
像
画
に
描
か

れ
た
場
合
は
、
夫
か
ら
妻
へ
の
忠
誠
の
誓
い
と
受
け
取
れ
る
。
一
方
、
ボ

ル
作
品
で
は
、
画
面
右
下
隅
の
ヒ
マ
ワ
リ
が
特
に
大
き
く
目
立
つ
（
図
17
）。

こ
れ
ま
た
デ
・
ヨ
ン
グ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
夫
婦
の
愛
を
強
調
す
る
モ

テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。35
手
が
か
り
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ァ
ン
・
フ
ェ
ー
ン

の
『
愛
の
寓
意
画
集
』（
一
六
〇
八
年
）
に
収
め
ら
れ
た
寓
意
画
の
一
葉

に
あ
る
（
図
19
）。
左
手
で
太
陽
、
右
手
で
ヒ
マ
ワ
リ
を
指
さ
す
キ
ュ
ー

ピ
ッ
ド
が
描
か
れ
、
解
題
に
は

「
ヒ
マ
ワ
リ
は
い
つ
も
太
陽
の
方
を
向
く
、

左：図 17　Ｆ．ボル 右上：図 18　Ａ．アルチャーティ 右下：図19　Ｏ．ファン・フェーン





85

市民社会を彩る植物

愛
す
る
者
に
向
か
う
恋
人
の
よ
う
に
。

彼
は
愛
す
る
者
に
心
と
魂
と
顔
を
向
け
る
。

愛
す
る
者
を
見
続
け
る
の
が
彼
の
最
高
の
望
み
」

と
あ
る
。36
愛
し
合
う
者
の
関
係
が
常
に
向
か
い
合
う
太
陽
と
ヒ
マ
ワ
リ

の
関
係
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ル
の
画
中
の
夫
婦
が
何
者
か
は
不
明
だ

が
、
こ
の
肖
像
画
の
注
文
意
図
は
、
夫
婦
の
愛
の
絆
の
深
さ
と
お
互
い
へ

の
将
来
に
わ
た
る
忠
誠
と
を
確
か
め
合
い
、
同
時
に
そ
れ
を
絵
を
見
る
者

に
向
け
て
顕
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
像
主
二
人
の
若
さ

か
ら
推
し
て
、
結
婚
の
折
の
記
念
肖
像
画
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

家
族
を
市
民
的
モ
ラ
ル
の
単
位
と
考
え
る
オ
ラ
ン
ダ
市
民
社
会
の
理
念
に

沿
っ
た
ヒ
マ
ワ
リ
の
選
択
で
あ
る
。

む　

す　

び

　

花
卉
画
は
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
で
本
格
的
に
描
か
れ
始
め
、
独
立
し

た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
く
。
他
国
に
先
例
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
制
作
さ
れ
た
点
数
の
多
さ
と
質
の
高
さ
に
お
い
て
十
七
世

紀
オ
ラ
ン
ダ
の
作
品
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
作
品
の

制
作
を
促
し
た
の
は
、
一
五
八
八
年
に
実
質
的
な
独
立
を
遂
げ
た
オ
ラ
ン

ダ
共
和
国
の
宗
教
事
情
と
政
治
形
態
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、
新
教
を
支

持
し
た
こ
と
、
豊
か
な
市
民
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
花
卉
画
の
マ
ー
ケ
ッ

ト
の
拡
大
を
強
く
後
押
し
し
た
。
加
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴

っ
て
高
ま
っ
て
い
た
博
物
学
へ
の
深
い
関
心
、
そ
れ
に
付
随
し
て
浸
透
し

た
園
芸
熱
の
広
が
り
が
あ
っ
た
。
描
写
に
際
し
て
は
本
物
の
花
と
見
ま
ご

う
写
実
性
が
何
よ
り
も
喜
ば
れ
た
が
、
同
時
に
、
植
物
が
中
世
以
来
ま
と

い
続
け
て
き
た
象
徴
的
意
味
が
、
絵
画
を
通
じ
て
宗
教
的
・
市
民
的
理
念

を
表
出
す
る
の
に
大
い
に
活
用
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
何
よ
り
も
強
調
す
べ
き
は
、
花
卉
画
制
作
の
機
運
が
、
実
は

オ
ラ
ン
ダ
に
と
ど
ま
ら
な
い
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
動
き
で
あ
っ
た
こ
と

だ
。
確
か
に
オ
ラ
ン
ダ
こ
そ
が
そ
の
中
枢
に
あ
っ
て
、
最
も
力
強
い
エ
ン

ジ
ン
役
を
果
た
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
近
代
社
会
を
形
成
す
る
過
程
に

あ
っ
て
、
画
家
や
美
術
愛
好
家
が
、
国
境
を
越
え
、
と
き
に
は
海
を
渡
り
、

人
・
物
・
情
報
、
そ
し
て
絵
画
様
式
の
交
換
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、
花
卉

画
の
人
気
は
単
に
一
地
方
の
特
殊
現
象
に
終
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
花
卉
画
隆
盛
の
背
後
に
は
、
十
六
〜
十
七

世
紀
の
フ
ラ
ン
ド
ル
・
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
君
主
や
都
市
の
一
筋
縄
で

は
い
か
な
い
宗
教
事
情
と
、
そ
れ
に
伴
い
、
十
五
世
紀
以
来
培
わ
れ
て
き

た
迫
真
の
写
実
様
式
を
携
え
て
移
動
す
る
フ
ラ
ン
ド
ル
画
家
た
ち
の
姿
が

常
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

謝
辞　

大
原
ま
ゆ
み
先
生
を
は
じ
め
と
し
た
明
治
学
院
芸
術
学
科
の
関
係

者
に
、本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
に
あ
た
り
、格
別
の
ご
配
慮
を
賜
っ

た
こ
と
を
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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表1　

十
七
世
紀
デ
ル
フ
ト
に
お
け
る
各
画
種
の
制
作
割
合
推
移
。

M
.  M

o
tias

（
注
１
）のTab

le 8.3

にA
.d

e W
o

u
d

e

（
注
３
）のTab

le 9

の
数
値
を
加
味
し
て
小
林
が
作
成
。

図1　

作
者
不
詳
《
ペ
ト
ロ
ネ
ッ
ラ
・
オ
ー
ル
ト
マ
ン
の
ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
》、

一
六
八
六
、
高255x
幅190x

奥
行78cm

、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立

美
術
館
、
部
分
写
真

2　

ハ
ン
ス
・
ボ
ロ
ン
ヒ
ー
ル
《
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
束
》、
一
六
三
九
、68

×54.5cm

、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
美
術
館

3　

ア
ン
ブ
ロ
ジ
ウ
ス
・
ボ
ス
ヒ
ャ
ー
ル
ト
《
開
放
龕
に
置
か
れ
た
花
瓶

の
花
》、一
六
二
〇
頃
、55.5

×39.5cm
、コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
、デ
ン
マ
ー

ク
国
立
美
術
館

4　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
・
ヘ
イ
ン
《
ガ
ラ
ス
花
瓶
の
花
》、
一
六
〇
二
〜

〇
三
、15

×10cm

、
現
在
所
在
不
明

5　

ヤ
ン
・
ダ
ー
フ
ィ
ッ
ツ
ゾ
ー
ン
・
デ
・
ヘ
ー
ム
《
花
瓶
の
花
》、

一
六
七
〇
頃
、74.2

×52.6 cm

、
ハ
ー
グ
、
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美

術
館

6　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
・
ヘ
イ
ン
『
小
冊
子　

花
・
小
動
物
図
集
』
よ
り
《
三

本
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
を
生
け
た
花
瓶
》、
一
六
〇
〇
、22.8

×17.6cm
、

パ
リ
、
ル
フ
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

7　

ル
ー
ラ
ン
ト
・
サ
ー
フ
ェ
リ
ー
《
石
龕
に
置
か
れ
た
花
瓶
の
花
》、

一
六
一
八
、16.8

×13.5cm

、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
個
人
蔵

8　

ヨ
ー
リ
ス
・
フ
ー
フ
ナ
ー
ヘ
ル
《
二
本
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
》、
ゲ

オ
ル
グ
・
ボ
ク
ス
カ
イ
『
書
体
見
本
』（
一
五
六
一
―
六
二
）
よ
り
、

一
五
九
六
年
、16.6

×12.4cm

、
マ
リ
ブ
、
ゲ
ッ
テ
ィ
美
術
館

9　

ゲ
オ
ル
グ
・
フ
レ
ー
ゲ
ル
《
花
瓶
の
花
》、
一
六
〇
四
、22.5

×

15cm

、
個
人
蔵

10　

ヤ
ー
コ
プ
・
マ
レ
ル
《
ガ
ラ
ス
花
瓶
の
花
》、
一
六
三
四
頃
、40

×

30cm

、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
美
術
館

11　

ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
ミ
ニ
ョ
ン
《
花
瓶
の
花
と
髑
髏
と
砂
時
計
》、97.8

×78.1cm

、
個
人
蔵

12　

マ
ー
リ
ア
・
シ
ビ
ッ
ラ
・
メ
ー
リ
ア
ン
『
ス
リ
ナ
ム
の
昆
虫
の
変
態
』

（
一
七
〇
五
）
よ
り

13　

ル
ー
デ
ィ
ガ
ー
・
ト
ム
・
リ
ン
グ
《
花
瓶
の
花
》、38

×28.5 cm

、ミ
ュ

ン
ス
タ
ー
、
州
立
美
術
館

14　

ハ
ン
ス
・
メ
ム
リ
ン
ク
《
花
瓶
の
花
》、
一
四
九
〇
頃
、29

×22.5cm

、

マ
ド
リ
ー
ド
、
テ
ィ
ッ
セ
ン
＝
ボ
ル
ネ
ミ
ッ
サ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

15　

ヤ
ン
・
メ
イ
テ
ン
ス
《
ウ
ィ
レ
ム
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ケ
ル
ク
ホ
ー
フ
ェ

ン
と
そ
の
家
族
》、
一
六
五
二
と
一
六
五
五
の
年
記
、134

×182cm

、

ハ
ー
グ
、
歴
史
博
物
館

16　

フ
ラ
ン
ス
・
ハ
ル
ス
《
イ
サ
ー
ク
・
マ
ッ
サ
と
ベ
ア
ト
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ

ン
・
デ
ル
・
ラ
ー
ン
》、140

×166.5cm

、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
美

術
館

17　

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ボ
ル
《
あ
る
夫
婦
の
肖
像
》、

一
六
五
四
、171

×148cm

、
パ
リ
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館

18　

ア
ン
ド
レ
ア
・
ア
ル
チ
ャ
ー
テ
ィ
『
寓
意
画
集
』（
パ
リ
、

一
五
三
四
）
よ
り

19　

オ
ッ
ト
ー
・
フ
ァ
ン
・
フ
ェ
ー
ン
『
愛
の
寓
意
画
集
』（
ア
ン
ト
ウ
ェ

ル
ペ
ン
、
一
六
〇
八
）
よ
り
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