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―
―
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ッ
ト
ー
・ル
ン
ゲ
の
植
物
／
風
景

大
原
ま
ゆ
み

一　

新
し
い
芸
術
と
し
て
の
「
風
景
画
」
へ

近
代
の
黎
明
期
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ン
ゲ

（P
h

ilip
p

 O
tto

 R
u

n
ge, 1777-1810

）
の
特
異
な
植
物
表
現
を
取
り
上
げ

る
に
当
た
り
、
ま
ず
そ
れ
に
先
立
つ
彼
の
経
歴
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

彼
は
北
東
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ア
ポ
メ
ル
ン
（
当
時
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
領
）
の
港

湾
都
市
ヴ
ォ
ー
ル
ガ
ス
ト
に
、
船
主
お
よ
び
穀
物
・
材
木
商
と
し
て
財
を

成
し
た
父
の
第
九
子
と
し
て
誕
生
し
た
。
少
年
時
代
か
ら
病
弱
だ
っ
た
が
、

長
兄
ダ
ニ
エ
ル
（Jo

h
an

n
 D

an
iel R

u
n

ge, 1767-1856

）
が
一
七
九
三

年
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
書
籍
販
売
と
運
送
を
手
掛
け
る
商
会
（R

u
n

ge &
 

H
ü

lsen
b

eck C
o

.

）
を
開
い
た
の
で
、
そ
の
二
年
後
か
ら
兄
を
手
伝
う
た

め
商
会
に
勤
め
た
。
ダ
ニ
エ
ル
は
文
学
芸
術
に
関
心
を
寄
せ
る
ハ
ン
ブ
ル

ク
の
知
識
人
の
サ
ー
ク
ル
に
属
し
て
お
り
、
オ
ッ
ト
ー
は
こ
の
サ
ー
ク
ル

と
接
触
す
る
こ
と
で
、
知
識
と
交
友
を
広
げ
て
い
っ
た
。
や
が
て
兄
は
、

取
引
の
対
象
を
美
術
品
へ
と
広
げ
る
た
め
に
弟
に
美
術
を
習
わ
せ
た
が
、

間
も
な
く
弟
が
商
会
の
事
務
仕
事
を
辞
め
、
美
術
に
専
念
す
る
こ
と
を
認

め
た
。

本
格
的
に
芸
術
家
を
志
し
た
ル
ン
ゲ
は
、
父
の
許
し
を
得
て
、

一
七
九
九
年
か
ら
三
年
間
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
学
ん

だ
。
一
八
〇
一
年
か
ら
は
引
き
続
き
ド
レ
ス
デ
ン
で
美
術
修
養
を
積
む
が
、

こ
の
年
、
彼
の
一
生
に
と
っ
て
決
定
的
な
二
つ
の
体
験
を
す
る
。
そ
の
ひ

と
つ
が
、
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
ド
イ
ツ
に
移
住
し
た
ユ
グ
ノ
ー
の
家
系
に
連
な

る
少
女
パ
ウ
リ
ー
ネ
・
バ
ッ
サ
ン
ジ
ュ
（Pau

lin
e Su

san
n

e B
assen

ge, 

1785-1881
）
へ
の
恋
で
、
こ
れ
が
彼
の
創
作
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
も

う
ひ
と
つ
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
美
術
コ
ン
ク
ー
ル
で
落
選
し
た
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
を
機
に
彼
は
当
時
主
流
だ
っ
た
新
古
典
主
義
の
歴
史
画
と
決
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別
し
、
新
し
い
芸
術
の
樹
立
を
志
す
。
一
八
〇
二
年
に
は
早
く
も
、
そ
の

最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
『
四
つ
の
時
』
の
構
想
に
入
り
、
翌
年
完
成
し

た
素
描
は
、
一
八
〇
五
年
、
〇
七
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
四
点
組
の
版
画

（
銅
版
と
エ
ッ
チ
ン
グ
の
混
合
技
法
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
本
論
で
取

り
上
げ
る
の
は
こ
の
版
画
下
絵
の
素
描
群
で
あ
る
。

「
新
芸
術
」
へ
の
ル
ン
ゲ
の
転
向
を
促
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
美
術

コ
ン
ク
ー
ル
は
、
高
名
な
文
学
者
ゲ
ー
テ
（Jo

h
an

n
 W

o
lfgan

g vo
n

 

G
o

eth
e, 1749-1832

）
と
画
家
・
美
術
批
評
家
マ
イ
ヤ
ー
（Jo

h
an

n
 

H
ein

rich
 M

eyer, 1760-1832
）
が
主
催
し
、
一
七
九
九
年
か
ら

一
八
〇
五
年
ま
で
毎
年
行
な
わ
れ
た
懸
賞
金
付
き
の
素
描
コ
ン
ク
ー
ル
で
、

課
題
と
し
て
古
典
の
主
題
が
出
さ
れ
、
古
典
主
義
的
造
形
理
念
に
か
な
っ

た
作
画
が
求
め
ら
れ
た
。
大
国
に
よ
る
大
規
模
な
催
し
で
は
な
い
が
、
ゲ

ー
テ
（
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
マ
イ
ヤ
ー
）
の
論
評
を
期
待
し
て
、
毎
回
相

当
数
の
参
加
者
を
集
め
て
い
た
1
。
ル
ン
ゲ
が
応
募
し
た
一
八
〇
一
年
の

課
題
は
、
ト
ロ
ヤ
の
戦
死
者
た
ち
の
血
に
よ
っ
て
水
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を

怒
る
河
の
神
ス
カ
マ
ン
ド
ロ
ス
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
英
雄
ア
キ
レ
ウ
ス
と
が

対
峙
す
る
場
面
（『
イ
ー
リ
ア
ス
』
第
二
一
章
）
で
あ
る
。
ル
ン
ゲ
の
応

募
作
（
図
1a
、T

 205

）2
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
の
師
ア
ビ
ル
ゴ
ー
ル

（N
iko

lai A
b

rah
am

 A
b

ild
gaard

, 1743-1809

）
を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
北

方
型
新
古
典
主
義
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
様
式
で
描
か
れ
て
い

る
。
明
瞭
な
三
角
構
図
に
よ
っ
て
、
必
要
最
小
限
の
モ
テ
ィ
ー
フ
へ
の
集

中
と
安
定
感
を
得
て
は
い
る
が
、
極
端
に
引
き
延
ば
さ
れ
た
人
体
プ
ロ
ポ

ー
シ
ョ
ン
、
誇
張
さ
れ
た
筋
肉
表
現
や
石
塊
の
よ
う
な
波
頭
、
激
し
い
明

暗
対
比
が
、
過
剰
な
緊
張
と
ぎ
ご
ち
な
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

実
は
こ
の
年
の
課
題
は
も
う
ひ
と
つ
あ
り
、
同
じ
ア
キ
レ
ウ
ス
伝
で
も
、

娘
た
ち
の
中
に
身
を
隠
し
た
英
雄
が
、
贈
り
物
の
中
か
ら
迷
わ
ず
武
器
を

選
ん
だ
た
め
に
男
だ
と
わ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
よ
り
有
名
な
挿
話
が

出
さ
れ
、
こ
ち
ら
を
選
ん
だ
参
加
者
の
方
が
ず
っ
と
多
か
っ
た
3
。
そ
の

主
題
で
賞
を
得
た
ホ
フ
マ
ン
（Jo

sep
h

 H
o

ffm
an

n
, 1764-1812

）
の
作

品
（
図
1b
）
は
、
女
性
像
を
加
え
て
優
美
さ
と
多
様
性
を
増
し
た
群
像
が
、

広
い
舞
台
に
い
さ
さ
か
締
ま
り
な
く
展
開
し
て
い
る
4
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

で
は
カ
ル
ス
テ
ン
ス
（A

sm
u

s Jako
b

 C
arsten

s, 1754-98

）
が
高
く
評

価
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
で
学
び
の
仕
上
げ

を
し
た
節
度
あ
る
様
式
が
好
ま
れ
て
い
た
た
め
、
ル
ン
ゲ
の
よ
う
な
エ
ク

ス
プ
レ
ッ
シ
ヴ
な
傾
向
の
作
品
が
受
賞
す
る
可
能
性
は
、
も
と
も
と
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
入
賞
が
目
的
な
ら
、
戦
略
を
変
え
て
再

挑
戦
す
る
道
も
あ
っ
た
。

し
か
し
若
い
ル
ン
ゲ
は
、
落
選
に
よ
り
新
古
典
主
義
の
歴
史
画
自
体
に

見
切
り
を
つ
け
た
。
ち
ょ
う
ど
世
紀
が
変
わ
り
、
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
大

革
命
以
来
世
界
が
流
動
的
に
な
っ
た
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
5
。

「
僕
ら
は
も
は
や
〔
古
代
〕
ギ
リ
シ
ャ
人
で
は
な
い
し
、
彼
ら
の
完
璧
な

芸
術
作
品
を
見
た
と
こ
ろ
で
全
体
を
完
全
に
は
感
じ
取
れ
ず
、
そ
う
い
う

も
の
を
自
分
で
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
凡
庸

な
も
の
を
作
り
出
そ
う
と
努
力
す
る
の
か
」
と
い
う
新
古
典
主
義
へ
の
根

本
的
な
反
発
は
、
時
代
に
よ
っ
て
芸
術
は
変
化
し
、
同
じ
時
代
は
二
度
と

来
な
い
と
い
う
確
信
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
6
。
ル
ン
ゲ
は
時
代
の
節
目
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が
到
来
し
た
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い

て
（
人
体
彫
刻
の
）
造
形
美
が
頂
点
に
達
し
た
時
、
異
教
は
没
落
を
迎
え

た
。
新
ロ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
、
特
に

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
お
い
て
歴
史
画
が
頂
点
に
達
し
た
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク

は
没
落
を
迎
え
た
。
今
ま
た
何
か
が
没
落
し
よ
う
と
し
て
お
り
―
つ
ま
り

次
の
サ
イ
ク
ル
が
転
換
期
に
入
り
―
こ
の
時
高
み
に
上
る
芸
術
は
風
景
画

で
あ
る
、
と
。

「
す
べ
て
が
こ
れ
ま
で
よ
り

も
、
空
気
の
よ
う
に
、
軽
く

な
っ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
が

風
景
画
に
向
か
っ
て
お
り
、

こ
の
不
確
実
さ
の
う
ち
に
確

実
な
も
の
を
求
め
て
い
ま
す

が
、
ど
の
よ
う
に
始
め
た
ら

い
い
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

誤
っ
て
再
び
歴
史
に
手
を
出

す
と
、
道
に
迷
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
の
新
し
い
芸
術
―

風
景
画
と
言
っ
て
も
い
い
で

す
が
―
に
お
い
て
、
ま
た
頂

点
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
も
、

以
前
の
頂
点
よ
り
も
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
も
っ
と
美
し
い
頂

点
に
。」7 

図 1a

図 1b
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こ
う
し
て
ル
ン
ゲ
は
、
歴
史
画
に
代
わ
る
新
し
い
絵
画
を
「
風
景
画
」

と
し
た
が
、
こ
の
「
風
景
画
」
は
、
十
七
・
十
八
世
紀
に
発
達
し
た
風
景

表
現
を
単
純
に
継
承
発
展
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
8
。
彼
が
漠
然
と

な
が
ら
も
思
い
描
い
て
い
た
の
は
、
い
わ
ば
よ
り
音
楽
的
で
宗
教
的
な
も

の
、
自
然
を
見
る
時
に
生
じ
、
思
索
へ
と
促
す
万
有
と
の
一
体
感
、
人
間

の
内
と
外
に
あ
る
自
然
が
喚
起
す
る
感
じ
を
捉
え
、
適
切
な
対
象
を
通
じ

て
造
形
化
す
る
こ
と
だ
っ
た
9
。

カ
ン
ト
以
降
の
時
代
に
生
き
る
ル
ン
ゲ
は
、
人
の
想
像
す
る
も
の
は
主

観
に
制
約
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
心
得
て
い
た
が
、
逆
に
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
、
自
分
が
生
き
生
き
と
想
像
で
き
る
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
考
え

た
10
。
そ
し
て
、
自
分
の
主
観
は
主
観
を
超
え
た
大
き
な
も
の
、
万
有
と

の
つ
な
が
り
と
そ
れ
を
司
る
神
の
力
を
自
然
の
中
に
感
じ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
。「
風
景
画
」
は
ま
さ
に
そ
れ
を
描
き
出
す
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
で
は
ど
う
し
た
ら
実
現
で
き
、
他
者
の
主
観

に
も
働
き
か
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
は
、
彼
自
身
ま
だ
答
え
を

用
意
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
既
に
新
芸
術
に
賭
け
る
決

意
を
し
た
ル
ン
ゲ
の
要
求
は
果
敢
で
、
芸
術
を
再
び
ゼ
ロ
か
ら
始
め
る
に

は
既
存
の
美
術
作
品
は
邪
魔
に
な
る
か
ら
、
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
え

ば
よ
い
、
と
ま
で
発
言
し
て
い
る
11
。

芸
術
へ
の
情
熱
と
パ
ウ
リ
ー
ネ
へ
の
愛
だ
け
は
本
物
だ
が
、
生
活
力
の

な
い
ル
ン
ゲ
が
、
ま
だ
見
ぬ
新
芸
術
に
邁
進
で
き
た
の
は
、
兄
ダ
ニ
エ
ル

の
支
え
あ
れ
ば
こ
そ
だ
ろ
う
12
。
父
の
た
め
に
描
か
れ
た
グ
ル
ー
プ
肖
像

画
『
我
ら
三
人
』（
図
2
、T

 306

）
は
、
三
人
で
ひ
と
つ
、
誰
が
欠
け
て

も
ル
ン
ゲ
の
芸
術
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
関
係
を
絵
画
化
し
て
い
る
。

こ
の
絵
の
植
物
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
で
は
、
兄
は
当
人
の
背
後
か
ら
三
人
の
頭

上
に
枝
を
広
げ
る
頑
丈
な
樫
の
木
、
新
婚
の
弟
夫
婦
は
後
景
の
陽
光
の
中

で
も
た
れ
合
う
細
い
若
木
に
擬
さ
れ
て
い
る
13
。
ダ
ニ
エ
ル
は
大
陸
封
鎖

に
起
因
す
る
経
済
の
悪
化
に
よ
っ
て
一
八
〇
七
年
に
商
会
を
た
た
ん
だ
あ

と
、
著
述
業
・
編
集
業
に
転
じ
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
、
弟
の
遺
児
の
た

め
に
ル
ン
ゲ
の
遺
稿
集
を
ま
と
め
て
世
に
出
し
て
い
る
14
。

図 2
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二　

植
物
構
成
に
仮
託
さ
れ
た
「
風
景
」

「
風
景
画
」
を
新
し
い
時
代
の
課
題
と
し
た
ル
ン
ゲ
だ
が
、
直
ち
に
い

わ
ゆ
る
風
景
画
に
は
着
手
せ
ず
、
ま
ず
植
物
（
特
に
花
）
で
構
成
さ
れ
た

白
描
デ
ッ
サ
ン
（U

m
riß

zeich
n

u
n

g

）15
四
点
か
ら
な
る
『
四
つ
の
時
』

に
取
り
組
ん
だ
。

彼
が
輪
郭
線
の
み
に
よ
る
花
の
構
図
を
ま
ず
試
み
た
の
は
、
子
供
の
頃

か
ら
作
り
慣
れ
た
切
り
絵
（Sch

eren
sch

n
itt

）
を
通
じ
、
対
象
の
特
徴

を
一
定
の
タ
イ
プ
に
還
元
し
て
図
様
と
な
す
こ
と
に
、
既
に
あ
る
程
度
の

自
信
の
あ
っ
た
こ
と
が
ひ
と
つ
の
動
機
と
な
っ
た
だ
ろ
う
16
。
そ
う
し
た

切
り
絵
に
よ
る
植
物
造
形
の
一
例
で
あ
る
『
フ
サ
ス
グ
リ
』（
図
３
）
で

は
、
葉
や
房
状
の
実
が
示
す
種
特
有
の
形
体
、
そ
の
形
体
が
大
小
で
繰
り

返
さ
れ
る
規
則
性
と
、
葉
と
実
と
で
は
全
く
異
な
る
形
や
密
度
を
示
す
多

様
性
、
重
さ
に
た
わ
む
実
と
日
に
向
か
う
葉
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
構
築

性
が
、
ひ
と
ふ
り
の
枝
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
現
実
に
お
い
て
は
三
次
元

の
様
々
な
方
向
を
向
い
て
い
る
は
ず
の
諸
部
分
が
、
二
次
元
の
平
面
上
に

切
り
開
か
れ
、
植
物
図
鑑
の
挿
絵
に
も
似
た
典
型
性
（
理
念
型
）
が
示
さ

れ
る
一
方
、
輪
郭
線
の
み
に
よ
っ
て
青
地
と
分
け
ら
れ
た
白
い
図
は
、
凛

と
し
た
中
に
華
や
ぎ
を
湛
え
て
い
る
。
ル
ン
ゲ
は
、
こ
う
し
た
個
別
の
植

物
を
捉
え
た
切
り
絵
の
ほ
か
、
複
数
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
華
麗
な
装

飾
効
果
を
挙
げ
る
作
例
も
遺
し
て
お
り
17
、
こ
の
分
野
で
の
手
練
の
デ
ザ

イ
ン
力
を
証
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
入
学
以
前
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
師
事
し
て
い

た
ハ
ー
ル
ド
ル
フ
（G

erd
t H

ard
o

rff d
. Ä

., 1769-1864

）
が
、
イ
ギ
リ

ス
で
流
行
し
た
フ
ラ
ク
ス
マ
ン
（Jo

h
n

 Flax
m

an
, 1755-1826

）
の
白
描

に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
挿
絵
に
注
目
し
、
そ
の
模
写
を
、
ル
ン
ゲ
が
『
四

つ
の
時
』
に
着
手
し
た
の
と
同
じ
一
八
〇
二
年
に
、
ル
ン
ゲ
兄
弟
の
親
し

い
友
人
ペ
ル
テ
ス
（Fried

rich
 C

h
risto

p
h

 Perth
es, 1772-1843

）
の

出
版
社
か
ら
ド
イ
ツ
で
初
め
て
紹
介
し
た
こ
と
も
18
、
こ
の
技
法
に
ル
ン

ゲ
の
関
心
を
引
き
寄
せ
た
一
因
と
推
測
さ
れ
る
19
。

な
ぜ
風
景
を
花
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
を
選
ん
だ
か
の
理
由
は
、
花
に
精

神
を
感
ず
る
と
い
う
独
特
な
感
性
の
ほ
か
に
も
20
、
い
く
つ
か
指
摘
で
き

る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
形
体
上
の
理
由
（
美
し
く
変
化
に
富
む
）。
第
二
に

観
察
す
る
際
の
便
宜
（
大
き
さ
や
寿
命
の
点
で
扱
い
や
す
く
、
個
体
を
超

え
た
種
の
規
則
性
や
法
則
性
を
導
き
出
し
や
す
い
）。
第
三
に
愛
と
命
の

発
現
の
場
で
あ
る
こ
と
（
花
は
植
物
の
生
殖
器
官
で
あ
り
、
恋
す
る
ル
ン

図 3
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ゲ
の
重
大
な
関
心
事
だ
っ
た
雌
雄
の
「
愛
」
が
、
次
の
変
化
を
促
し
、
新

た
な
命
に
つ
な
が
る
。
万
有
〔
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
〕
の
生
成
消
滅
を
映
し

出
す
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
も
あ
る
）。
第
四
に
文
化
的
理
由
（
花
は
長
い

歴
史
に
わ
た
っ
て
人
と
共
生
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
花
に
人
の
与

え
た
名
称
、
花
言
葉
、
伝
承
が
あ
り
、
農
作
物
や
薬
草
な
ど
、
人
に
と
っ

て
の
有
用
性
や
危
険
性
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
の
で
、
そ

う
し
た
知
識
が
、
花
を
通
し
て
意
味
を
伝
え
よ
う
と
す
る
際
の
補
い
に
な

る
こ
と
へ
の
期
待
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ル
ン
ゲ
を
花
に
向
か
わ
せ
た
恐
ら
く
最
大
の
理
由
は
、

白
描
デ
ッ
サ
ン
で
は
直
接
表
現
す
べ
く
も
な
い
色
彩
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
彼
は
色
彩
を
宗
教
的
象
徴
と
み
な
し
、
光
＝
善
、
闇
＝
悪
と
い
う
古

来
の
価
値
づ
け
を
無
彩
色
の
白
と
黒
に
当
て
は
め
る
一
方
、
有
彩
色
の

青
・
赤
・
黄
の
三
原
色
を
神
の
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
対
応
す
る
も
の
と
し

て
捉
え
た
。
そ
し
て
、
風
景
の
中
で
色
彩
が
最
も
鮮
や
か
に
現
れ
る
場
が

空
と
花
だ
っ
た
。

「
色
彩
は
最
後
の
芸
術
で
あ
り
、
僕
ら
に
と
っ
て
い
ま
な
お
神
秘
的

で
、
ま
た
そ
う
あ
り
続
け
る
は
ず
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
不
思
議
な

予
感
に
よ
っ
て
、
や
は
り
花
に
お
い
て
の
み
わ
か
る
の
で
す
。―
―
色

彩
の
根
底
に
は
三
位
一
体

4

4

4

4

の
象
徴
全
て
が
あ
り
ま
す
。
光
ま
た
は
白

と
、
闇
ま
た
は
黒
は
色
彩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
光
は
善
で
あ
り
、
闇

は
悪
で
す
。〔
中
略
〕
僕
ら
は
光
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
闇
は

捉
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
人
間
に
は
啓
示
が
与
え
ら
れ
、
色

彩
が
こ
の
世
に
生
じ
ま
し
た
。
青
、赤
、黄
で
す
。
光
は
太
陽
で
あ
り
、

眺
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
太
陽
が
地
に
、
あ
る
い
は

人
間
に
近
づ
く
と
、
空
は
赤
く
な
り
ま
す
。
青
は
僕
ら
を
幾
分
畏
れ

さ
せ
る
の
で
、
父4

〔
な
る
神
〕
で
す
。
赤
は
ま
さ
に
地
と
天
の
仲
保
4

4

者4

〔
キ
リ
ス
ト
〕
で
す
。
両
者
が
姿
を
消
す
と
、
夜
に
は
火
が
現
れ
、

そ
れ
が
黄
色
、
僕
ら
に
送
ら
れ
た
慰
め
主

4

4

4

〔
聖
霊
〕
で
す
。
月
も
専

ら
黄
色
で
す
。」21 

当
時
は
既
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
光
学
に
基
づ
く
色
彩
論
が
世
に
出
、
太
陽
光

を
プ
リ
ズ
ム
で
分
け
る
と
、
波
長
に
応
じ
て
赤
か
ら
紫
ま
で
の
連
続
し
た

色
彩
が
展
開
す
る
こ
と
も
、
ま
た
光
の
三
原
色
（
赤
・
緑
・
青
）
も
知
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
ル
ン
ゲ
が
考
え
る
色
彩
体
系
は
、
白
と
黒
を
両
極
と

す
る
無
彩
色
を
軸
と
し
、
中
間
に
有
彩
色
を
置
く
点
で
、
よ
り
古
い
伝
統

に
連
な
る
と
も
い
え
22
、
ま
た
、
光
で
は
な
く
絵
具
の
三
原
色
、
つ
ま
り

画
家
に
と
っ
て
の
三
原
色
を
躊
躇
せ
ず
に
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で

の
彼
の
色
彩
観
は
、
画
家
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
観
念
性
に
導
か
れ
て

い
る
が
、
素
描
こ
そ
美
術
の
核
心
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
色
彩
重

視
に
舵
を
切
っ
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。

『
四
つ
の
時
』
は
、
将
来
的
に
は
「
風
景
画
」
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
も

の
だ
っ
た
が
23
、
現
段
階
で
は
ま
だ
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
説
明
が

必
要
で
あ
る
、
と
ル
ン
ゲ
は
考
え
た
。
そ
こ
で
彼
が
考
案
し
た
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
「
時
」
を
照
ら
す
光
を
表
す
中
央
図
（
主
画
面
）
を
、
伝
統
的

な
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ
ル
を
援
用
し
な
が
ら
解
釈
す
る
周
縁
図（
枠
画
面
）
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が
取
り
巻
く
構
成
だ
っ
た
24
。
主
た
る
モ
テ
ィ
ー
フ
は
植
物
（
花
）
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
完
結
せ
ず
、
幼
児
の
姿
を
し
た
精
霊
た
ち
（G

en
ien

）
や

寓
意
擬
人
像
を
伴
っ
て
表
わ
さ
れ
る
25
。
さ
ら
に
、
自
然
界
で
は
あ
り
得

な
い
整
然
と
し
た
平
面
幾
何
学
的
構
図
26（
特
に
中
心
軸
の
は
っ
き
り
し

た
左
右
対
称
と
上
下
の
対
比
）
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
奥
行
き
感
な
く
組

み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
項
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
実
際
に

施
さ
れ
て
は
い
な
い
色
彩
が
細
部
ま
で
意
識
さ
れ
、
重
要
な
役
割
を
演
じ

て
い
た
。

三　

白
描
デ
ッ
サ
ン
・
サ
イ
ク
ル
『
四
つ
の
時
』
の
植
物

『
四
つ
の
時
』
に
登
場
す
る
植
物
に
つ
い
て
は
、
ル
ン
ゲ
自
身
が
そ
の

大
部
分
を
名
指
し
し
て
お
り
27
、
ま
た
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
ダ
ニ
エ
ル

が
補
足
し
て
い
る
28（
別
表
）。「
百
合
は
光
」
の
よ
う
に
、
意
味
的
な
説

明
を
付
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
一
次
資
料

の
証
言
を
繰
り
返
し
は
す
る
が
、
な
ぜ
そ
の
植
物
が
選
択
さ
れ
、
ど
の
程

度
正
確
に
、
あ
る
い
は
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
再
現
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
味

を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
十
分
に
分
析
し
て
こ
な
か
っ
た
。

本
論
で
は
、
論
者
に
よ
る
訂
正
や
補
足
を
加
え
、
実
際
の
植
物
写
真
と
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
物
に
つ
い
て
の
ル
ン
ゲ
の
知
識
が
、
形
体
の

み
な
ら
ず
、
時
に
は
学
名
に
至
る
ま
で
相
当
に
正
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
一
方
で
必
要
と
あ
ら
ば
思
い
切
っ
た
デ
ザ
イ
ン
化
を
し
て
い
る
こ
と

を
具
体
的
に
示
す
。
ま
た
、
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
形
状
、
名
称
、

性
質
（
成
分
の
効
用
な
ど
）
の
ほ
か
、
特
に
前
記
の
色
彩
象
徴
に
関
連
し

て
花
の
色
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
て
選
ば
れ
た
植
物
が
作
品
の
意

味
構
成
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

ル
ン
ゲ
自
身
の
植
物
を
用
い
る
基
本
的
な
態
度
に
つ
い
て
は
、

一
八
〇
七
年
に
な
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
友
人
の
医
師
（
こ

の
時
代
な
ら
ば
博
物
学
的
知
識
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
）
に
宛

て
た
次
の
書
簡
が
重
要
な
証
言
と
な
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
は
、
画
家
が
花
に

意
味
を
持
た
せ
る
一
方
、
特
定
の
花
の
植
物
学
的
な
正
確
さ
を
あ
る
程
度

確
保
す
る
つ
も
り
で
、
自
然
学
者
に
よ
る
花
の
図
を
集
め
て
い
た
こ
と
29
、

し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
正
確
な
形
状
を
加
工
し
て
、

万
有
の
変
化
に
通
じ
る
生
命
の
運
動
を
表
す
こ
と
だ
っ
た
と
わ
か
る
。 

「
…
…
君
が
僕
に
送
っ
て
く
れ
る
花
〔
の
図
〕
は
、
植
物
学
的
に
明

瞭
な
お
か
げ
で
役
に
立
ち
ま
す
が
、
最
大
限
に
詳
細
で
あ
る
必
要
は

な
く
、
見
本
程
度
に
詳
し
け
れ
ば
い
い
の
で
す
。〔
中
略
〕
と
い
う

の
も
、
植
物
の
特
徴
を
型
ど
お
り
捉
え
て
も
目
録
に
し
か
な
ら
な
い

の
で
、
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
生
気
に
溢
れ
た
造
化
の
妙
や
フ
ォ
ル
ム

か
ら
の
類
推
に
君
が
惹
き
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
残
念
だ
か
ら

で
す
。
花
や
植
物
の
フ
ォ
ル
ム
の
持
つ
こ
の
生
き
生
き
し
た
運
動

は
、
芽
吹
い
た
時
か
ら
実
が
熟
す
ま
で
叙
事
詩
の
よ
う
に
そ
こ
に
開

示
さ
れ
て
お
り
、
一
日
の
四
つ
の
時
や
四
季
と
相
似
た
変
化
を
通
し

て
、
僕
ら
自
身
の
生
命
4

4

、
成
長
4

4

、
活
動
4

4

と
そ
の
運
動
と
を
結
び
つ
け

て
い
る
の
と
ま
さ
に
同
じ
連
関
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
連
関
を
、
僕
は
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自
分
の
絵4

（
一
日
の
四
つ
の
時

4

4

4

4

4

4

4

）
が
完
成
し
た
暁
に
は
、
一
輪
の
花

が
咲
く
よ
う
に
描
き
た
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
植
物
学
的
な
部
分

は
僕
に
と
っ
て
、
詳
し
く
取
り
上
げ
る
際
、
特
に
フ
ォ
ル
ム
を
崩
す

必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
特
別
重
要
に
な
る
と
思
う
の
で
、〔
中
略
〕

君
の
骨
折
り
は
有
難
い
か
ぎ
り
で
す
。
そ
れ
に
、
僕
が
自
分
の
絵
に

用
い
る
花
に
は
ど
れ
も
少
な
か
ら
ぬ
意
味
が
あ
る
の
で
、
他
の
仕
事

で
も
同
じ
よ
う
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。」30 

で
は
、
こ
れ
か
ら
『
四
つ
の
時
』
サ
イ
ク
ル
を
順
番
に
見
て
い
こ

う
31
。 

第
一
作
『
朝
』（
図
４
、T

 280

）
の
中
央
図
は
、
大
地
の
手
前
か
ら
光

の
百
合
が
金
星
を
追
う
よ
う
に
立
ち
上
が
り
、
地
平
線
ま
で
頭
を
垂
れ
た

図 4

図 5a 図 5b
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蕾
か
ら
こ
ぼ
れ
出
る
暁
の
薔
薇
が
、
地
上
に
降
り
注
ぐ
情
景
を
表
す
。
風

景
的
要
素
は
、
丸
み
を
帯
び
た
地
平
線
と
朝
靄
の
み
で
あ
る
。
星
の
す

ぐ
下
で
は
三
美
神
の
よ
う
な
精
霊
が
、
中
心
に
開
い
た
花
の
雄
し
べ
の
上

に
立
ち
、
そ
の
下
の
花
弁
に
は
抱
き
合
う
男
女
の
精
霊
が
三
組
、
そ
し
て

四
つ
の
蕾
の
茎
に
も
精
霊
が
一
人
ず
つ
腰
を
下
ろ
し
、
リ
ュ
ー
ト
、
葦
笛
、

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
、
二
重
の
縦
笛
と
い
う
素
朴
な
楽
器
を
奏
で
て
い
る
32
。

上
に
向
か
っ
て
強
い
鋭
角
を
な
す
二
等
辺
三
角
形
の
基
本
構
図
が
、
周
縁

図
上
部
中
央
の
神
の
光
を
目
指
し
て
上
昇
す
る
動
き
を
生
ん
で
い
る
。 

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
植
物
は
、
聖
書
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る
美

の
花
で
あ
る
百
合
と
薔
薇
の
み
で
、
百
合
に
つ
い
て
は
そ
の
白
さ
、
そ
し

て
正
三
角
形
に
内
接
す
る
よ
う
に
配
さ
れ
る
各
三
枚
の
花
弁
と
萼
が
、
ル

ン
ゲ
の
宗
教
的
要
求
に
合
致
し
た
の
だ
ろ
う
。
形
状
か
ら
い
っ
て
最
も
近

い
と
思
わ
れ
る
の
は
、Liliu

m
 can

d
id

u
m

、
す
な
わ
ち
「
輝
く
よ
う
に

白
い
百
合
」
と
い
う
学
名
を
持
つ
白
百
合
で
あ
る
（
図
5ab
）。『
朝
』
で
は
ル

ン
ゲ
が
学
名
を
明
示
し
て
い
る
植
物
が
ほ
か
に
も
二
種
あ
る
の
で
、
恐
ら

く
こ
の
百
合
の
場
合
も
学
名
を
知
っ
た
上
で
使
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

薔
薇
の
方
は
無
数
の
園
芸
種
が
あ
る
た
め
正
確
に
ど
の
種
と
は
断
言
で

き
な
い
が
、
油
彩
化
さ
れ
た
二
点
の
『
朝
』（T

 414, 497

）
か
ら
推
し
て
、

単
純
に
赤
と
い
う
よ
り
も
っ
と
明
る
い
色
調
、
た
と
え
ば
ピ
ン
ク
と
黄
色

の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

周
縁
図
左
右
の
花
は
、
下
か
ら
順
番
に
睡
蓮
、
ア
マ
リ
リ
ス
、
中
央

図
と
同
じ
白
百
合
と
同
定
で
き
る
。
睡
蓮
（
独Lo

tu
sb

lu
m

e 

ま
た
は 
W

asserlilie

＝
水
の
百
合
）
で
我
々
が
通
常
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
仏

教
美
術
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
白
や
ピ
ン
ク
の
多
く
の
花
弁
を
持
つ
種
だ

が
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
花
弁
の
数
が
少
な
く
、
鮮
や
か
な
黄
色
の
特
定

種 N
ym

p
h

aea lu
tea

（lu
tea

は
黄
金
色
の
意
味
）
で
、
花
・
葉
と
も
に

正
確
に
形
が
把
握
さ
れ
て
い
る
（
図
6ab
）。
そ
の
上
の
ア
マ
リ
リ
ス
（
独

Jako
b

slilie

＝
ヤ
コ
ブ
の
百
合
）
は
花
の
形
が
百
合
に
似
て
い
る
が
、
実

は
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
科
で
、
燃
え
る
よ
う
な
赤
色
を
特
徴
と
す
る
。
こ
こ
で
も
、

花
弁
の
幅
が
狭
く
尖
っ
たA

m
aryllis fo

rm
o

sissim
a

（fo
rm

o
sa

―
形

が
美
し
い
―
の
最
上
級
）
と
い
う
特
定
の
種
に
基
づ
い
て
い
る
（
6cd
）33
。

し
か
し
、
完
全
に
左
右
対
称
で
花
弁
の
向
き
が
上
下
に
分
か
れ
た
姿
に
整

形
さ
れ
、
見
る
者
に
種
を
同
定
さ
せ
る
こ
と
が
主
目
的
で
は
な
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。 

周
縁
図
を
解
釈
す
る
と
、
下
部
中
央
の
永
遠
の
闇
（
尾
を
く
わ
え
た
蛇

に
囲
ま
れ
た
消
え
た
松
明
）
を
逃
れ
た
魂
（
蝶
の
羽
を
持
つ
男
女
の
子
供
）

が
光
に
至
る
ま
で
の
諸
段
階
が
、
暗
い
水
の
中
か
ら
咲
き
出
る
睡
蓮
、
そ

れ
よ
り
も
光
に
近
づ
く
ア
マ
リ
リ
ス
を
経
て
白
百
合
へ
と
い
う
、
黄
・

赤
・
白
三
段
階
の
「
百
合
」
で
示
さ
れ
る
。
最
上
段
に
跪
く
の
は
翼
を
持

つ
天
使
で
、
雲
の
向
こ
う
に
あ
る
上
部
中
央
の
、
ケ
ル
ビ
ム
た
ち
の
グ
ロ

ー
リ
エ
に
囲
ま
れ
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
神
の
名
を
記
し
た
光
＝
太
陽
に
向
か

っ
て
頭
を
垂
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
朝
』
の
よ
り
大
き
な
意
味
は
、
光
の

誕
生
、
あ
る
い
は
光
と
闇
の
分
離
で
あ
り
、
天
地
創
造
の
最
初
の
わ
ざ
、

万
有
の
始
ま
り
と
解
さ
れ
る
。
神
の
御
名
は
、
次
に
訪
れ
る
時
（
父
な
る

神
の
時
）
を
予
告
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
34
。
こ
の
御
名
と
、
中
央
図
の

「
三
美
神
」
や
奏
楽
の
精
霊
た
ち
を
合
わ
せ
る
と
、
創
り
主
た
る
主
の
御
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名
を
賛
美
す
る
詩
編
第
一
四
八
章
、
同
じ
く
音
楽
と
踊
り
に
よ
っ
て
主
を

讃
え
る
第
一
五
〇
章
が
想
起
さ
れ
よ
う
35
。 

『
昼
』（
図
７
、T

 282b

）
中
央
図
上
部
に
は
光
の
百
合
が
高
く
そ
び

え
、
そ
れ
を
矢
車
草
の
花
の
輪
が
取
り

巻
く
。
矢
車
草
は
青
い
花
の
代
表
格
で
、

天
空
の
青
を
示
唆
す
る
。
ド
イ
ツ
語
で

はK
o

rn
b

lu
m

e

（
小
麦
の
花
）
と
呼

ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
花
が
小
麦
畑

に
雑
草
と
し
て
生
え
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。
矢
車
の
名
の
と
お
り
、
放
射
状
に

円
環
を
な
す
花
の
集
合
が
特
徴
で
、
ル

ン
ゲ
が
後
に
描
い
た
こ
の
花
の
構
造
図

は
、
こ
の
法
則
に
よ
る
整
然
と
し
た
幾

何
学
的
秩
序
を
明
瞭
に
提
示
し
て
い
る

（
図
8a-c
）。『
昼
』
の
天
空
で
は
そ
の
小
円

環
を
つ
な
ぎ
、
大
円
環
の
シ
ャ
ン
デ
リ

ア
と
し
て
い
る
。 

百
合
の
下
に
は
、
地
上
で
そ
れ
を
小

さ
く
繰
り
返
す
よ
う
な
昼
顔
が
咲
き（
図

9ac
）、
そ
れ
を
器
に
し
て
食
べ
物
を
盛
り
、

男
女
の
子
供
が
食
事
し
て
い
る
。
彼
ら

が
座
っ
て
い
る
の
は
、
ア
イ
リ
ス
（
ギ

リ
シ
ャ
神
話
の
虹
）
の
葉
が
形
成
す
る

ア
ー
チ
の
上
で
、
こ
れ
は
周
縁
図
上
部
の
虹
と
呼
応
し
て
い
る
。
左
右
両

端
に
高
く
伸
び
て
い
る
の
は
、
亜
麻
（
左
、
9b
）
と
小
麦
の
穂
（
右
、
9d
）

で
、
青
い
花
を
付
け
る
亜
麻
は
、
実
か
ら
油
を
取
る
ほ
か
、
繊
維
が
衣
料

図 6b

図 6a

図 6c

図 6d
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に
利
用
さ
れ
、
小
麦
は
も
ち
ろ
ん
食
料
と
な
る
。
こ
の
両
者
は
、
楽
園
を

追
放
さ
れ
た
人
間
に
課
さ
れ
た
労
働
と
結
び
つ
く
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

神
が
命
じ
た
の
は
、
男
は
耕
し
て
食
物
を
作
り
、
女
は
子
供
を
産
む
こ
と

で
36
、
糸
繰
り
は
そ
の
命
令
に
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
古
来
女
の
仕
事
と

さ
れ
た
た
め
、
エ
ヴ
ァ
に
糸
繰
り
棒
を
持
た
せ
る
表
現
は
珍
し
く
な
い

（
図
10ab
）。 

地
上
に
は
命
が
充
ち
、
植
物
を
放
射
状
に
編
ん
だ
中
央
の
四
阿
に
は
、

古
代
風
の
衣
装
を
ま
と
っ
た
若
い
母
親
が
幼
児
二
人
を
抱
え
て
座
っ
て
い

る
。
そ
の
足
元
か
ら
は
泉
が
湧
き
出
て
、
同
じ
く
円
形
の
池
を
作
る
。
四

阿
の
縁
に
は
ア
ン
ズ
、
フ
サ
ス
グ
リ
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
、
プ
ラ
ム
、
葡
萄

の
実
（
ア
ン
ズ
以
外
は
赤
紫
か
ら
青
紫
の
果
実
）
が
た
わ
わ
に
実
り
、
そ

図 7

図 8b

図 8c図 8a
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図 9a

図 9c 図 9d図 9b

図10a 図10b
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の
外
に
は
森
が
広
が
る
。
母
親
の
両
側
で
は
子
供
た
ち
が
男
女
で
左
右

に
分
か
れ
、
亜
麻
側
に
女
の
子
、
小
麦
側
に
男
の
子
が
位
置
す
る
。
内

側
の
子
供
た
ち
は
別
々
の
労
働
に
赴
く
前
に
、
別
れ
を
惜
し
ん
で
勿
忘

草
（
独V

ergiß
m

ein
n

ich
t

＝
私
を
忘
れ
な
い
で
）
の
青
い
花
を
捧
げ
合

い
（
図
11ab
）、
座
る
子
供
た
ち
は
菫
を
摘
も
う
と
し
て
い
る
。
足
元
に
は

イ
ラ
ク
サ
（
茎
の
周
囲
に
棘
が
あ
り
、
指
を
刺
す
と
激
し
い
痛
み
を
も
た

ら
す
）（
11c
）
が
生
え
出
る
。
端
に
立
つ
女
の
子
は
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
（
ヒ
ュ

ア
キ
ン
ト
ス
が
死
後
変
身
し
た
嘆
き
の
花
）（
図
12ab
）、
男
の
子
は
風
鈴

草
（G

lo
cken

b
lu

m
e

＝
鐘
の
花
、 

弔
い
の
鐘
を
示
唆
？
）37
に
つ
か
ま
り

（
12de
）、
背
後
に
薊
（
葉
が
荒
々
し
く
尖
っ
た
オ
ニ
ア
ザ
ミ
、
12c
）38
と
ア

イ
リ
ス
（Sch

w
ertlilie

＝
剣
の
百
合
、
12f
）39
が
茂
る
。
い

ず
れ
も
楽
園
後
の
人
間
の
宿
命
と
な
っ
た
苦
難
や
死
を
暗
示

し
、
本
図
の
基
調
色
で
あ
る
青
ま
た
は
青
紫
の
花
を
付
け

る
。 周

縁
図
に
移
る
と
、
下
段
左
右
に
は
小
麦
に
混
じ
っ
た
矢

車
草
、
つ
ま
り
楽
園
の
外
で
見
つ
け
た
天
の
か
け
ら
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
に
頬
ず
り
す
る
子
供
、
そ
の
上
に
毛
錐
花

（
モ
ウ
ス
イ
カ
、
独K

ö
n

igskerze

＝
王
の
蝋
燭
）
に
よ
じ
登

っ
て
天
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が
、
か
な
え
ら
れ
な
い
子
供
が

い
る
（
図
13ab
）。
毛
錐
花
は
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
近
く
に
達

す
る
多
年
草
で
、
花
の
色
は
紫
の
ほ
か
黄
、
白
な
ど
が
あ
る
。

人
間
の
接
近
を
拒
む
天
空
に
は
、
蛇
の
か
ら
み
つ
い
た
時
計

草
（Passio

n
sb

lu
m

e

＝
受
難
花
）
の
上
に
天
使
が
立
ち
、
雲

間
か
ら
出
た
薔
薇
に
顔
を
寄
せ
て
い
る
（
図
14a
）。
時
計
草

に
は
色
・
形
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
が
あ
る
が
、
ル
ン
ゲ
が
想

定
し
て
い
た
の
は
恐
ら
く
真
紅
のPassifl

o
ra alata

（alata
は
有
翼
の
意
味
）
だ
ろ
う
（
14b
）。 

時
計
草
の
あ
る
位
置
に
は
、
当
初
の
案
で
は
蛇
の
か
ら
ま

図11c

図11a

図11b
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っ
た
十
戒
の
板
と
稲
妻
が
描
か
れ
（
14c
）、
下
部
中
央
で
炎
の
剣
を
持
っ

て
楽
園
の
入
り
口
を
封
じ
る
天
使
と
と
も
に
、
原
罪
後
・
律
法
下
の
世
界

で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
統
べ
る
の
は
父
な
る
神
、
つ

ま
り
命
じ
罰
す
る
神
、
畏
れ
を
抱
か
せ
る
神
だ
が
、
上
部
中
央
で
輝
く
の

は
三
位
一
体
の
三
角
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
、（
原
罪
に
よ
り
）
光
を
直
接

見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
人
間
の
た
め
に
色
彩
が
生
じ
、
三
原
色
は

神
の
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
象
徴
す
る
、
と
い
う
ル
ン
ゲ
の
解
釈
に
対
応
し
、

そ
の
周
囲
の
七
色
の
虹
も
、
同
様
に
光
か
ら
色
彩
へ
の
転
換
を
示
唆
し
て

い
よ
う
。
虹
は
神
と
人
と
の
和
解
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
、
雲
の
ヴ
ェ
ー

図12c

図12b図12a

図12d 図 12f

図12e
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ル
越
し
に
差
し
出
さ
れ
る
薔
薇
と
「
受
難
花
」
は
、
次
の
「
救
い
主
の

時
」
を
予
告
し
て
い
る
。 

『
夕
』（
図
15
、T

 281

）
の
中
央
図
で
は
、
光
の
百
合
は
大
地
の
向
こ

う
に
沈
む
と
こ
ろ
で
、
夕
焼
け
の
薔
薇
が
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
頭
を
垂

れ
て
い
る
。
上
空
に
は
月
を
戴
く
夜
の
擬
人
像
が
、
眠
り
に
つ
こ
う
と
す

る
精
霊
た
ち
の
上
に
星
を
ち
り
ば
め
た
ヴ
ェ
ー
ル
を
広
げ
る
。
彼
ら
の
載

っ
て
い
る
罌
粟
は
、
特
定
種
を
正
確
に
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
切
れ

込
み
の
深
い
小
さ
な
葉
を
持
つ
観
賞
用
の
罌
粟
で
は
な
く
、
葉
の
面
が
大

き
く
、
丸
い
罌
粟
坊
主
を
付
け
る
阿
片
罌
粟
（
図
16
）
が
、
眠
り
を
も
た

ら
す
植
物
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
。
夕
焼
け
の
薔
薇
は
、
朝
と
は
異
な

り
、
阿
片
罌
粟
と
同
じ
く
血
の
よ
う
な
赤
と
推
定
さ
れ
る
。
精
霊
た
ち
の

奏
で
る
楽
器
に
は
、
素
朴
と
は
言
い
難
い
ホ
ル
ン
と
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
と
ト

ロ
ン
ボ
ー
ン
が
加
わ
っ
て
い
る
。 

周
縁
図
左
右
（
図
17a
）
で
は
、
赤
い
花
か
ら
苦
い
液
を
滴
ら
せ
る
ア
ロ

エ
（
図
17c
）
の
上
に
、
地
面
に
近
く
慎
ま
し
い
花
を
つ
け
る
菫
（
17b
）
が

乗
り
、
そ
の
上
に
立
つ
精
霊
が
、
デ
ル
フ
ィ
ニ
ウ
ム
（
独R

ittersp
o

rn

＝
騎
士
の
拍
車
）
を
旗
（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）
の
よ
う
に
掲
げ
て
い
る
（
17a
）。

デ
ル
フ
ィ
ニ
ウ
ム
の
青
い
花
は
細
長
く
突
き
出
た
距
を
持
ち
、
そ
れ

が
「
拍
車
」
と
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
ア
ロ
エ
の
血
の
涙
、
菫
の
謙

図13b図13a

図 14a/b 図14c
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譲
、
デ
ル
フ
ィ
ニ
ウ
ム
の
拍
車
（
釘
）
が
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
暗
示
す

る
。
上
部
中
央
に
は
仔
羊
を
伴
っ
た
御
子
が
半
円
形
の（
＝
半
分
沈
ん
だ
）

光
背
に
囲
ま
れ
て
直
接
登
場
し
、
両
端
で
は
天
使
が
向
日
葵
を
下
向
き
に

支
え
る
。
神
と
天
使
の
間
に
は
、
も
は
や
雲
の
障
壁
は
な
い
。
下
部
中
央

で
は
、
ア
ロ
エ
の
葉
に
座
り
逆
さ
の
松
明
を
持
っ
た
精
霊
が
、
受
難
具
を

前
に
し
て
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
。 

『
夕
』
は
し
た
が
っ
て
、
赤
を
基
調
色
と
し
、
犠
牲
の
死
に
よ
っ
て
神

と
人
と
を
新
た
に
仲
介
し
た
御
子
に
対
応
す
る
。
地
上
に
向
け
ら
れ
た
向

日
葵
は
聖
霊
降
臨
を
示
唆
し
、
次
の
時
（
聖
霊
の
時
）
を
予
告
す
る
。 

最
後
の
『
夜
』（
図
18
、T

 283

）
は
再
び
動
き
の
少
な
い
構
図
に
戻
る
。

中
央
図
上
部
で
は
阿
片
罌
粟
の
葉
の
上
に
夜

の
擬
人
像
が
留
ま
り
、
そ
の
左
右
の
花
に
座

る
星
の
子
供
た
ち
は
、
少
し
ず
つ
異
な
る
所

作
を
し
な
が
ら
ア
ー
チ
を
な
し
て
並
ん
で
い

る
。
月
と
星
は
光
の
百
合
に
代
わ
る
天
空
の

光
源
で
あ
る
。
中
ほ
ど
で
は
左
右
に
張
り
出

し
た
罌
粟
の
葉
の
先
で
、
一
対
の
天
使
が
地

上
を
見
守
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
視
線
の
先
に

は
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
が
、
常
緑
の
木
蔦
に
縁

ど
ら
れ
薔
薇
を
戴
く
四
阿
で
、
光
を
受
け
て

図 15

図 16
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眠
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
を
堅

く
信
仰
し
愛
し
合
う
男
女
と
考
え
ら
れ

40
、
対
照
的
に
四
阿
の
外
で
ひ
と
り
眠

る
者
た
ち
は
、
闇
の
中
で
異
形
の
花
た

ち
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

下
部
中
央
の
固
い
岩
の
間
か
ら
生

え
出
た
一
群
の
花
（
図
19a
）
は
、
ル

ン
ゲ
の
大
胆
な
デ
ザ
イ
ン
感
覚
を
最

も
よ
く
物
語
る
。
逆
三
角
形
の
中
心

軸
上
で
ひ
と
き
わ
目
立
つ
の
は
、
正

六
角
形
に
整
形
さ
れ
た
向
日
葵
（
独

So
n

n
en

b
lu

m
e

＝
太
陽
の
花
）（
19b
）

で
、
そ
の
周
囲
を
、
火
炎
の
よ
う
な

花
弁
を
持
つ
五
輪
の
黄
菅
（
キ
ス
ゲ
、

Taglilie

＝
昼
の
百
合
）41
が
取
り
囲
み

（
19c
）、
頂
に
月
見
草
（N
ach

tkerze

＝

夜
の
蝋
燭
、
ま
た
はFeu

erb
lu

m
e

＝

火
の
花
）
が
載
る
（
19d
）。
三
者
と
も

鮮
や
か
な
黄
色
の
花
で
あ
る
。
黄
菅

の
上
に
は
丁
子
草
（Stern

b
lu

m
e

＝

星
の
花
）
の
小
さ
い
五
弁
の
花
が
散
り

（
19e
）、
そ
の
左
右
上
方
に
い
く
つ
も
の

球
形
を
描
い
て
広
が
っ
て
い
く
の
は
、

図17a

図17b

図17c図 18
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毬
状
に
集
ま
っ
て
咲
き
、
芳
し
い
香
り
を
放
つ
花
大
根

（N
ach

tvio
le

＝
夜
の
菫
）
で
あ
る
（
19f
）。
ル
ン
ゲ
は
黄
色

い
花
を
炎
、
丁
子
草
を
火
花
、
花
大
根
を
煙
に
見
立
て
て

お
り
、
周
縁
図
下
中
央
の
焚
火
を
中
央
図
で
花
に
置
き
換

え
、
信
仰
の
灯
と
し
て
表
現
し
た
の
が
、
花
の
デ
ザ
イ
ン

と
し
て
は
驚
く
べ
き
こ
の
群
像
の
由
来
だ
と
思
わ
れ
る
。 

背
後
の
暗
が
り
に
は
、

そ
の
あ
と
時
間
を
か
け

て
埋
め
て
い
っ
た
多
数

の
植
物
が
登
場
す
る

（
図
20a
）。
左
右
の
四
阿

の
上
の
パ
イ
プ
の
よ
う

な
花
は
恐
ら
く
赤
熊

百
合
（
シ
ャ
グ
マ
ユ
リ
、

独Fackellilie

＝
松
明

百
合
、
20b
）
で
、
や
や

内
側
に
は
二
種
の
プ
リ

ム
ラ
（
左
側
は
花
が
段

を
な
し
て
咲
く
九
輪
草
、

右
は
ひ
と
つ
に
ま
と

ま
っ
て
咲
く
種
）
が
見

え
（
20de
）、
両
者
の
奥

の
鳥
兜
（Eisen

h
u

t

＝

図19d

図 19f

図19e

図19c

図19b

図19a
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鉄
兜
、
猛
毒
）42
は
、
右
は
蕾
、
左
は
開
花
後
の
状
態
で
示
さ
れ
る

（
20c f
）。
以
上
の
植
物
の
花
は
、
そ
れ
ぞ
れ
赤
、
ピ
ン
ク
、
青
紫
が
多

い
が
、
い
ず
れ
に
も
黄
色
の
花
を
咲
か
せ
る
種
が
あ
る
。

特
異
な
形
ゆ
え
に
選
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
浦
島
草
の
仲
間

で
細
い
花
穂
を
舌
の
よ
う
に
長
く
伸
ば
すA

risaem
a d

raco
n

tiu
m

（Feu
erko

lb
e

＝
火
籠
、
図
21d
）、
ジ
ェ
ラ
ニ
ウ
ム
の
一
種
で
、
花
が

終
わ
る
と
鳥
の
嘴
の
よ
う
な
形
に
尖
るG

eran
iu

m
 ro

b
ertian

u
m

（Sto
rch

sch
n

ab
el

＝
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
嘴
、
21a
）、
そ
れ
に
、
や
は
り

「
嘴
」
を
持
つ
サ
ク
ラ
ソ
ウ
科
の
ド
デ
カ
テ
オ
ン
（G

ö
tterb

lu
m

e

＝〔
異
教
の
〕
神
々
の
花
、
21c
）
と
思
わ
れ
る
花
で
あ
る
。
そ
の

下
の
、
形
は
似
て
い
る
が
嘴
の
な
い
植
物
は
、
ル
ド
ベ
ッ
キ
ア

（So
n

n
en

h
u

t=

太
陽
の
帽
子
、
21b
）
だ
ろ
う
。
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
、

同
定
で
き
な
い
が
変
わ
っ
た
形
の
植
物
が
見
ら
れ
る
。 

周
縁
図
下
部
で
は
、
夜
の
闇
を
照
ら
し
暖
め
る
オ
リ
ー
ヴ
の

焚
火
が
炎
と
煙
を
上
げ
て
い
る
。
両
端
に
は
「
夜
の
鳥
」
ミ
ミ

ズ
ク
が
止
ま
り
、
そ
の
闇
で
も
見
通
す
目
は
ニ
セ
ヒ
マ
ワ
リ
（
独

So
n

n
en

au
ge

＝
太
陽
の
目
）
の
形
を
し
て
お
り
（
図

22bc
）、
中
央

図
の
プ
リ
ム
ラ
の
「
目
」
に
対
応
す
る
。
左
右
で
は
蝶
の
羽
の

生
え
た
骨
壺
が
中
空
に
浮
か
び
、
そ
こ
か
ら
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド

（To
ten

b
lu

m
e

＝
死
者
の
花
）43
、
薔
薇
、
矢
車
草
の
花
が
咲
き
、
一

番
上
で
は
三
種
が
ひ
と
つ
に
絡
み
合
っ
て
い
る
（
22ad
）。
た
だ
し
、

目
立
つ
葉
は
薔
薇
、
頂
点
に
位
置
す
る
の
も
薔
薇
の
花
で
あ
り
、
そ

の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
解
釈
す
る
な
ら
、
人
の
魂

図20a

図20b 図20d

図20e図20c

図 20f
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は
死
を
経
て
、
キ
リ
ス
ト
に
救
済
さ
れ
る
こ
と

で
天
へ
と
導
か
れ
、
最
後
に
赤
・
青
・
黄
の
三

原
色
の
合
体
、
つ
ま
り
三
位
一
体
の
光
の
も
と

へ
と
再
び
戻
る
。
ル
ン
ゲ
は
絵
具
の
三
原
色
を

使
っ
て
い
る
の
で
、
実
際
は
混
ぜ
る
と
暗
い
灰

色
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
想
定
さ
れ
て
い
る
の

は
白
、
つ
ま
り
光
で
あ
る
。
上
部
で
は
鳩
の
形

を
し
た
聖
霊
（
そ
の
真
下
に
中
央
図
の
月
）
が

輝
き
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
、
三
人
一
組
の
人
の

魂
が
、
手
を
差
し
伸
べ
、
祈
り
、
謙
譲
の
身
振

り
を
示
し
て
い
る
。
彼
ら
は
朝
が
来
る
と
、
再

び
闇
を
逃
れ
て
太
陽
を
求
め
る
だ
ろ
う
。 

『
夜
』
は
し
た
が
っ
て
大
き
な
連
関
で
は
、

聖
霊
す
な
わ
ち
慰
め
主
の
時
、
御
子
が
地
上
を

図 21a

図 21b

図 21d

図 21c

図 22a

図 22b

図 22c

図 22d
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去
っ
た
あ
と
、
畏
れ
で
は
な
く
愛
が
司
る
世
界
で
あ
る
。『
使
徒
行
伝
』

に
は
、
炎
の
よ
う
な
舌
が
使
徒
た
ち
の
上
に
と
ど
ま
る
と
聖
霊
に
満
た
さ

れ
た
（
二
章
三
‐
四
節
）
と
あ
り
、
ル
ン
ゲ
は
輝
く
も
の
（
太
陽
、
星
、
火
、

松
明
、
蝋
燭
な
ど
）
に
ち
な
ん
だ
名
や
黄
色
の
花
を
持
つ
植
物
を
活
用
し

て
、「
闇
を
照
ら
す
火
」
で
あ
る
聖
霊
を
暗
示
し
て
い
る
44
。
夜
と
黄
色

の
少
々
意
外
な
結
び
つ
き
は
、
こ
の
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
こ
で
男
女
は

再
び
愛
と
信
仰
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
闇
の
中
で
も
慰
め
を
得
、
死
後
の
魂

の
復
活
、
光
へ
の
回
帰
へ
の
希
望
を
持
つ
。 

こ
の
よ
う
に
、
ル
ン
ゲ
は
植
物
の
注
意
深
い
観
察
に
基
づ
く
形
体
の
特

徴
、
色
彩
、
性
質
、
文
化
的
知
識
を
生
か
し
な
が
ら
、
大
胆
に
加
工
し
て

装
飾
構
図
に
収
め
、
彼
の
世
界
観
に
従
っ
て
象
徴
的
な
意
味
を
与
え
て

い
る
。
そ
の
手
法
は
独
創
的
だ
が
、
女
性
像
に
限
っ
て
は
、
慈
愛
（
昼
）、

ミ
ゼ
リ
コ
ル
デ
ィ
ア
の
聖
母
（
夕
）、
聖
霊
降
臨
の
際
の
使
徒
に
囲
ま
れ

た
聖
母
（
夜
、
た
だ
し
両
手
の
ポ
ー
ズ
は
ウ
ェ
ヌ
ス
・
プ
デ
ィ
ー
カ
）
と

い
う
伝
統
的
図
像
が
基
礎
と
な
っ
て
お
り
45
、
見
る
者
に
既
視
感
＝
安
心

感
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
（
油
彩
版
の
『
朝
』
で
は
ア

ウ
ロ
ラ
が
登
場
す
る
）。 

サ
イ
ク
ル
を
通
じ
て
眺
め
る
と
、
四
つ
の
時
は
一
日
の
時
で
あ
る
と
同

時
に
、
開
花
し
、
増
殖
し
、
実
を
結
び
、
衰
え
る
命
の
運
動
で
も
あ
り
46
、

天
地
創
造
か
ら
原
罪
後
・
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
の
死
を
経
て
、
聖
霊
に
見
守

ら
れ
る
時
代
ま
で
、
万
有
史
の
「
一
生
」
を
表
し
て
も
い
る
。
つ
ま
り
一

日
は
万
有
史
の
雛
形
で
あ
り
、
ル
ン
ゲ
は
繰
り
返
さ
れ
る
小
さ
な
変
化
の

サ
イ
ク
ル
に
、
よ
り
大
き
な
時
と
の
連
関
を
読
み
取
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

彼
は
ま
た
、
朝
と
夕
、
昼
と
夜
を
対
と
し
て
い
る
が
、
前
二
者
は
神
に
よ

っ
て
世
界
に
変
化
（
創
造
・
救
済
）
が
も
た
ら
さ
れ
、
天
と
地
が
接
す
る

時
で
あ
り
、
後
二
者
は
そ
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
秩
序
が
統
べ
て
い
る

時
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。 

こ
の
よ
う
な
時
の
区
分
と
解
釈
に
は
モ
デ
ル
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ル

ン
ゲ
が
十
七
世
紀
の
神
秘
思
想
家
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
の
思
想
と
、
そ
の

著
書
の
挿
絵
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
共

通
要
素
の
あ
る
神
秘
思
想
の
図
式
と
し
て
興
味
深
い
の
が
、
十
八
世
紀
末

に
当
時
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
隣
町
だ
っ
た
ア
ル
ト
ナ
で
唐
突
に
出
版
さ
れ
た

『
薔
薇
十
字
会
の
神
秘
の
図
形
集
』
の
一
葉
（
図
23
）
で
あ
る
47
。
こ
れ
に図 23
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よ
れ
ば
、
万
有
は
光
と
闇
と
、
そ
の
あ
わ
い
の
三
層
か
ら
成
り
、
朝
と
夕

は
光
と
闇
の
境
界
に
現
れ
る
。
時
は
朝
・
昼
・
夕
・
夜
に
分
け
ら
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
創
造
の
神
、
父
な
る
神
、
子
な
る
神
、
そ
し
て
聖
霊
の
時
と
さ
れ
、

そ
れ
は
ま
た
自
然
、
律
法
、
福
音
、
成
就
の
時
と
も
さ
れ
る
。
出
版
業
と

密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
ル
ン
ゲ
が
、
発
表
さ
れ
て
さ
ほ
ど
時
間
が
経
っ
て

い
な
い
こ
の
書
物
を
知
っ
て
参
考
に
し
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。 

し
か
し
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
ル
ー
タ
ー
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
、
律

法
と
恩
寵
と
い
う
考
え
が
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

の
万
有
史
観
と
し
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
倣
っ
て
律
法
以
前
、
律

法
下
、
恩
寵
下
の
三
つ
に
時
代
区
分
し
、
終
点
で
あ
る
最
後
の
審
判
の

厳
し
さ
を
強
調
す
る
考
え
方
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
ま
で
力
を
持
っ
て
い
た
48
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
仲
保
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
最
後
の
審
判
に
怯
え

る
こ
と
に
疑
問
を
抱
い
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
ー
タ
ー
は
、
裁
く
神
で
は
な

く
、
信
仰
を
持
つ
人
を
恩
寵
に
よ
っ
て
義
と
な
す
神
こ
そ
が
命
の
神
で

あ
る
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
49
。
ク
ラ
ー
ナ
ハ
（Lu

cas C
ran

ach
 d

. Ä
., 

1472-1553

）
ら
に
よ
る
「
律
法
と
恩
寵
」
図
像
で
は
、
原
罪
と
律
法
と

最
後
の
審
判
は
人
を
地
獄
に
追
い
立
て
る
「
死
」
の
側
に
あ
り
、
キ
リ

ス
ト
の
犠
牲
の
死
と
復
活
に
よ
る
「
命
」
の
側
と
対
比
さ
れ
て
い
る
（
図

24
）50
。
恐
ら
く
こ
の
考
え
方
を
淵
源
と
す
る
『
四
つ
の
時
』
は
、
し
か

し
教
義
の
図
解
か
ら
、
個
人
の
主
観
を
中
心
に
据
え
た
、
非
制
度
的
な
近

代
人
の
神
と
万
有
の
解
釈
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
51
。 

図 24
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四 

植
物
か
ら
風
景
へ 

白
描
デ
ッ
サ
ン
『
四
つ
の
時
』
は
、
植
物
を
観
察
し
て
も
ナ
チ
ュ
ラ

リ
ズ
ム
か
ら
は
遠
く
、
そ
の
生
命
サ
イ
ク
ル
を
利
用
し
て
、
時
の
流
れ

の
モ
デ
ル
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
四
季
に
訴
え
る
こ
と
も
な
い
52
。
色
彩

は
、
重
要
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
想
像
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
時

を
統
べ
る
（
男
性
の
）
神
は
不
可
視
化
さ
れ
、
画
面
か
ら
は
成
人
男
子
像

が
消
え
る
53
。
こ
う
し
た
抽
象
性
に
加
え
、
類
の
な
い
造
形
に
発
表
当
時

の
人
々
が
困
惑
し
た
の
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
ず
成
功
の
お
ぼ
つ
か
な
い

「
象
形
文
字
」
だ
と
す
る
評
価
か
ら
も
わ
か
る
54
。
し
か
し
、
植
物
の
作

る
謎
め
い
た
「
ア
ラ
ベ
ス
ク
」
に
抗
し
が
た
い
魅
力
が
あ
る
の
も
確
か
で
、

こ
の
作
品
の
独
創
性
に
感
嘆
と
危
惧
の
両
方
を
抱
い
た
ゲ
ー
テ
は
、
音
楽

室
に
飾
っ
て
美
し
さ
を
愛
で
な
が
ら
も
、
悪
魔
の
わ
ざ
だ
と
評
し
た
と
い

う
55
。 

ル
ン
ゲ
に
と
っ
て
の
次
の
課
題
は
、
抽
象
的
な
が
ら
説
明
部
分
も
多
く
、

サ
イ
ズ
の
限
ら
れ
る
版
画
か
ら
、
色
彩
に
満
ち
た
大
き
な
風
景
画
へ
と
歩

を
進
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
こ
の
あ
と
色
彩
の
問
題
に
本
格
的
に
取
り

組
む
56
。
そ
れ
は
色
相
・
明
度
・
彩
度
と
い
う
色
彩
の
三
要
素
を
三
次
元

モ
デ
ル
に
統
合
す
る
こ
と
へ
と
向
か
う
が
、
現
在
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
凹

凸
の
激
し
い
形
で
は
な
く
、
三
要
素
が
連
続
し
て
変
化
し
球
を
な
す
モ
デ

ル
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
ル
ン
ゲ
ら
し
い
完
全
へ
の
こ
だ
わ
り
が
見
て
取
れ

よ
う
。
ま
た
、
透
明
な
色
と
不
透
明
な
色
の
違
い
と
い
う
、
物
質
性
の
有

無
か
つ
画
家
の
実
践
に
即
し
た
問
題
に
も
大
き
な
関
心
を
向
け
て
い
る
。 

彼
に
残
さ
れ
た
短
い
時
間
で
は
、油
彩
画
と
し
て
完
成
し
た
の
は
『
朝
』

の
み
で
あ
り
、
し
か
も
最
終
的
な
大
型
版
は
、
子
孫
に
よ
っ
て
細
か
く
切

断
さ
れ
、
後
に
問
題
の
大
き
い
や
り
方
で
復
元
さ
れ
る
と
い
う
不
運
に
遭

遇
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
一
つ
の
色
相
か
ら
別
の
色
相
に
な
だ
ら
か

に
移
行
し
、
透
明
感
の
あ
る
天
空
の
表
現
に
、
色
彩
論
で
の
研
究
の
成
果

が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
植
物
の
比
重
は
弱
ま
り
、
幾
何
学
的
に
整
形
さ
れ

組
み
合
わ
さ
れ
た
平
面
装
飾
兼
意
味
の
乗
り
物
か
ら
、
空
間
に
満
ち
わ
た

る
光
を
浴
び
て
、
自
ら
の
姿
を
輝
か
せ
る
と
同
時
に
光
の
存
在
を
際
立
た

せ
る
も
の
、
あ
る
い
は
物
質
性
を
失
い
光
の
中
へ
溶
け
て
い
く
も
の
へ
と

変
わ
っ
て
い
る
。
独
創
的
す
ぎ
て
と
ま
ど
い
を
覚
え
る
と
い
え
ば
確
か
に

そ
う
だ
が
、
色
彩
で
表
さ
れ
た
光
の
力
に
は
圧
倒
的
な
も
の
が
あ
り
、
こ

こ
に
は
彼
の
「
風
景
画
」
の
比
類
な
い
到
達
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。註１ 

W
alter Sch

eid
ig

, G
o

eth
es P

reisa
u

fga
b

en
 fü

r b
ild

en
d

e 

K
ü

n
stler 1

7
9

9
-1

8
0

5
, W

e
im

ar 1
9

5
8

; E
rn

st O
ste

rk
am

p
, 

„A
u

s d
e

m
 G

e
sic

h
tsp

u
n

k
t re

in
e

r M
e

n
sc

h
lic

h
k

e
it. 

G
o

e
th

e
s P

re
isau

fg
ab

e
n

 fü
r b

ild
e

n
d

e
 K

ü
n

stle
r 1

7
9

9
-

1
8

0
5

“, b
ei Sab

in
e Sch

u
lze (H

g.), G
o

eth
e u

n
d

 d
ie K

u
n

st, 

A
u

sstellu
n

gskat., Sch
irn

 K
u

n
sth

alle 1994, S.310-322.
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2

以
下
、T-

で
示
さ
れ
る
の
は
、Jö

rgTraeger, P
h

ilip
p
 O

tto
 R

u
n

ge 

u
n

d
 sein

 W
erk

, M
ü

n
ch

en
 1975, 

に
よ
る
作
品
総
目
録
番
号
。

3 
Sch

u
lze, o

p
 cit., S. 323-336. 

4 
こ
の
作
品
に
対
し
ル
ン
ゲ
は
、「
ホ
フ
マ
ン
の
構
図
は
人
物
が
氾
濫

し
、
副
次
的
な
も
の
に
す
っ
か
り
迷
い
込
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
に
全

体
が
錯
綜
す
る
ば
か
り
だ
。
お
偉
方
た
ち
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
仕
上
げ

ぶ
り
に
丸
め
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。」
と
批
評
し
て
い
る
（
一
八
〇
二

年
二
月
の
書
簡
、D

an
iel R

u
n

ge [H
g.], H

in
terla

ssen
e Sch

riften
 

vo
n

 P
h

ilip
p

 O
tto

 R
u

n
ge, M

a
h

ler, 2
 T

eile, H
am

b
u

rg 1
8

4
0

-

41, N
eu

d
ru

ck: G
ö

ttin
gen

1965 

﹇
以
下H

S

と
略
す
﹈, I, S.  5

）。
な

お
、
ダ
ニ
エ
ル
の
編
集
し
た
遺
稿
集
は
、
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
一
通
の
書
簡
が
編
集
方
針
に
従
っ
て
分
解
さ
れ

て
散
ら
ば
り
、
綴
り
や
文
法
に
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
遺
稿
集
に
収

録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
も
含
め
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
に
編
集
さ
れ
た

書
簡
集
（
抜
粋
）
の
最
新
の
も
の
と
し
て
、Peter B

etth
au

sen
(H

g.), 

P
h

ilip
p

 O
tto

 R
u

n
ge; B

riefw
ech

sel: E
in

e A
u

sw
a

h
l, Leip

zig 

2010, 

が
あ
る
。

5 

世
紀
が
変
わ
っ
た
際
、
ル
ン
ゲ
は
兄
に
新
世
紀
を
祝
う
書
簡
を
絵

入
り
で
送
っ
て
い
る
（
一
八
〇
一
年
一
月
六
日
付
け
の
書
簡
、H

S II, S.  

62

）。
時
代
の
流
動
的
発
展
に
つ
い
て
は
、
特
に
ル
ン
ゲ
と
同
世
代
の

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
、
世
紀
転
換
期
の
断
章
集
で
鋭
く

指
摘
し
て
い
る
。

6 

註
４
と
同
書
簡
。H

S I, S.  6.

7 
E

b
d

., S. 7.

8 

ル
ン
ゲ
が
「
風
景
画
」
の
先
駆
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ラ
フ
ァ

エ
ロ
の
『
シ
ス
ト
の
聖
母
』
や
グ
ィ
ド
・
レ
ー
ニ
の
『
ア
ウ
ロ
ラ
』
で

あ
る
。
つ
ま
り
山
水
草
木
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
し

た
物
語
の
な
い
雰
囲
気
の
あ
る
絵
と
い
え
る
。

9 

「
陽
が
沈
む
時
、
雲
の
上
に
霊
を
見
な
い
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
心

に
こ
の
上
な
く
明
瞭
な
考
え
が
浮
か
ば
な
い
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
万

有
と
の
連
関
を
僕
が
は
っ
き
り
と
捉
え
る
瞬
間
に
こ
そ
、
芸
術
作
品
は

生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
足
早
に
去
る
月
を
、
僕
の
内
に
考
え
を

呼
び
覚
ま
し
て
は
足
早
に
去
る
形
と
同
じ
よ
う
に
留
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
か
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
芸
術
作
品
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。

こ
の
こ
と
を
自
ら
の
内
に
感
じ
る
芸
術
家
で
、
ま
た
僕
ら
自
身
の
内
と
、

僕
ら
の
愛
の
内
と
、
そ
し
て
天
に
し
か
、
も
は
や
純
粋
に
は
見
出
せ
な

い
自
然
に
よ
っ
て
目
を
開
か
れ
た
芸
術
家
で
、
こ
の
感
じ
を
明
る
み
に

出
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
対
象
に
手
を
出
さ
な
い
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
。」

（H
S I, S.  6f.

）

10 

ダ
ニ
エ
ル
宛
て
一
八
〇
二
年
一
一
月
七
日
付
け
の
書
簡(H

S I, S.16)

。

11 

グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
の
デ
ッ
サ
ン
教
師
ク
ヴ
ィ
ス
ト
ル
プ
宛
て

一
八
〇
三
年
八
月
二
八
日
付
け
の
書
簡
（H

S II, S. 235 f.

）。

12 

ル
ン
ゲ
は
父
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
ド
レ
ス
デ
ン
で
は
模
写
で

収
入
を
得
て
い
た
。
展
覧
会
に
出
品
し
た
の
は
、
一
八
〇
五
年
の
自
画

像
（T

 302

）
一
点
の
み
で
あ
る
。
ダ
ニ
エ
ル
が
弟
に
ど
れ
ほ
ど
の
経
済

的
支
援
を
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
芸
術
上
・
私
生
活
上
の
相
談
役

と
し
て
そ
の
精
神
的
支
え
と
な
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
、
ル
ン
ゲ
の
描

い
た
肖
像
画
は
、
家
族
以
外
で
は
兄
の
友
人
関
係
が
多
い
。
ダ
ニ
エ
ル

自
身
は
独
身
の
ま
ま
働
き
続
け
て
い
た
が
、
弟
の
訴
え
を
受
け
て
結
婚

に
反
対
す
る
バ
ッ
サ
ン
ジ
ュ
家
の
説
得
を
試
み
た
こ
と
も
あ
る
。
オ
ッ

ト
ー
の
死
後
ダ
ニ
エ
ル
は
パ
ウ
リ
ー
ネ
に
結
婚
を
申
し
出
た
が
破
約
と

な
っ
た
ら
し
く
（W

ilh
elm

 Feld
m

an
n

 [H
g.], P

h
ilip

p
 O

tto
 R

u
n

ge 

u
n

d
 d

ie Sein
en

. M
it u

n
ged

ru
ck

ten
 B

riefen
, Leip

zig 1
9

4
4

, 

S. 157

）、
一
八
二
二
年
に
な
っ
て
牧
師
の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
。
男
の
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観察・象徴・装飾

子
三
人
は
ル
ン
ゲ
方
の
親
戚
に
引
き
取
ら
れ
、
パ
ウ
リ
ー
ネ
は
実
家
に

戻
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
授
な
ど
を
し
な
が
ら
生
き
た
。

13 
も
た
れ
合
う
若
木
に
よ
っ
て
愛
し
合
う
男
女
を
示
唆
す
る
の
は
、
ル

ン
ゲ
が
ド
レ
ス
デ
ン
時
代
に
王
立
絵
画
館
で
見
る
こ
と
の
で
き
た
ク

ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
の
『
ア
キ
ス
と
ガ
ラ
テ
ア
』
の
、
画
面
左
端
に
あ
る

二
本
の
木
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

14 

註
４
参
照
。

15 

モ
デ
リ
ン
グ
や
陰
影
の
た
め
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
用
い
ず
、
輪
郭
線
の

み
で
描
い
た
素
描
ま
た
は
そ
れ
に
基
づ
く
版
画
。
英
語
で
はco

n
to

u
r 

d
raw

in
g

。
新
古
典
主
義
時
代
に
、
古
代
美
術
の
複
製
図
版
に
多
く
用

い
ら
れ
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
反
響
を
呼
ん
だ
フ
ラ
ク
ス
マ
ン
の
作

品
を
は
じ
め
と
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
画
集
の
技
法
と
し
て
も
流
行
し

た
。「
白
描
」
と
い
う
語
は
日
本
・
中
国
美
術
の
用
語
か
ら
の
転
用
で

あ
り
、
日
本
の
白
描
絵
巻
で
は
黒
髪
に
墨
の
ベ
タ
塗
り
が
用
い
ら
れ
る

の
で
、
技
法
に
つ
い
て
誤
解
を
招
く
恐
れ
も
あ
る
が
、
適
当
な
訳
語
が

な
い
の
で
仮
に「
白
描
」と
し
て
お
く
。
類
似
の
言
い
回
し
と
し
て
、「
白

地
図
（U

m
riß

karte, co
n

to
u

r m
ap

）」
が
あ
る
。

16 

ル
ン
ゲ
の
母
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
ド
ロ
テ
ア
に
は
造
形
的
才
能
が
あ
っ

た
と
言
わ
れ
、
得
意
と
す
る
切
り
絵
の
好
み
と
技
法
を
息
子
に
伝
え

た
。
ル
ン
ゲ
は
少
年
時
代
か
ら
人
物
、
動
物
、
植
物
、
風
景
の
シ
ル

エ
ッ
ト
を
一
枚
の
紙
か
ら
鋏
で
切
り
抜
く
技
に
親
し
ん
だ
。
特
に
植
物

の
切
り
絵
制
作
は
晩
年
ま
で
続
き
、
制
作
年
の
判
定
は
非
常
に
難
し

い
。
彼
の
切
り
絵
に
つ
い
て
は
、W

ern
er H

o
fm

an
n

 (H
g.), P

h
ilip

p
 

O
tto

 R
u

n
ge; Sch

eren
sch

n
itte, Fran

kfu
rt/M

ain
 1977; C

o
rn

elia 

R
ich

ter, P
h

ilip
p
 O

tto
 R

u
n

ge –ich
 w

eiß
 ein

e sch
ö
n

e B
lu

m
e, 

M
ü

n
ch

en
 1

9
8

1
; M

arku
s B

ertsch
 et al. (H

g.), K
o
sm

o
s R

u
n

ge. 

D
er M

o
rgen

 d
er R

o
m

a
n

tik
, A

u
sstellu

n
gsk

a
t., K

u
n

sth
alle d

er 

H
yp

o
-K

u
ltu

rstiftu
n

g, M
ü

n
ch

en
, 2011, A

b
t. X

I.

17 

た
と
え
ば
『
オ
ニ
ユ
リ
、ジ
ェ
ラ
ニ
ウ
ム（
？
）、ワ
ス
レ
ナ
グ
サ
』（
黒

地
に
白
の
切
り
絵
、763 ×

500m
m

, H
am

b
u

rg, K
u

n
sth

alle

）。

18 
W

ern
er H

o
fm

an
n

 (H
g.),  Jo

h
n

 Fla
xm

a
n

; M
yth

o
lo

gie u
n

d
 

In
d

u
strie, A

u
sstellu

n
gskat., H

am
b

u
rger K

u
n

sth
alle, 1

9
7

9
, S. 

206.

19 

ル
ン
ゲ
は
一
八
〇
四
―
五
年
に
『
オ
シ
ア
ン
』
挿
絵
を
白
描
技
法
で
制

作
し
て
い
る
が
、
出
版
計
画
が
中
断
さ
れ
た
た
め
、
未
完
に
終
わ
っ
た
。 

20 

「
あ
ら
ゆ
る
花
や
樹
木
の
い
ず
れ
に
も
、
人
間
の
精
神
や
概
念
ま
た

は
感
じ
の
よ
う
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
、
僕
に
は
と
に
か
く

は
っ
き
り
し
て
お
り
、
確
信
も
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
楽
園
に
由

来
し
て
い
る
に
違
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
す
。」
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・

テ
ィ
ー
ク
宛
て
一
八
〇
二
年
一
二
月
一
日
付
け
の
書
簡
（H

S, I,  S.  24

）。 

21 

ダ
ニ
エ
ル
宛
て
一
八
〇
二
年
一
一
月
七
日
付
け
の
書
簡
（H

S, I, 

S. 17

）。
強
調
は
原
文
に
よ
る
。
な
お
、
文
中
の
ダ
ッ
シ
ュ
は
省
略
箇

所
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
出
て
来
る
三
人
称
複
数
の
代
名
詞
は
、
直
接

ダ
ッ
シ
ュ
前
に
続
く
と
考
え
れ
ば
「
花
」
だ
が
、意
味
が
通
ら
な
い
の
で
、

省
略
部
分
に
「
色
彩
」（
複
数
）
が
あ
っ
た
と
想
定
し
た
。

22 
M

artin
 K

em
p

, T
h

e Scien
ce o

f A
rt, N

ew
 H

aven
/Lo

n
d

o
n

, 

1990, p
p

. 264 - 284, esp
ecially p

. 264. 

23 

ル
ン
ゲ
の
構
想
で
は
、
最
終
的
に
は
一
室
に
大
画
面
風
景
画
四
点
を

め
ぐ
ら
せ
、合
唱
を
伴
う
「
総
合
芸
術
」
を
目
指
し
て
い
た（H

S, I, S. 30; 

II, S. 202

）。 
24 
こ
の
形
式
は
、
建
築
内
装
ま
た
は
書
物
の
全
頁
装
飾
を
想
起
さ
せ

る
。
特
に
周
縁
図
は
、
ゲ
ー
テ
が
「
ア
ラ
ベ
ス
ク
」
と
呼
ん
だ
グ
ロ

テ
ス
ク
装
飾
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（W

ern
er B

u
sch

, D
ie 

n
o
tw

en
d
ige A

ra
b
eske, B

erlin
 1985, S. 47 - 55

）。
た
だ
し
、
ル
ン
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ゲ
は
自
分
の
考
え
が
ア
ラ
ベ
ス
ク
や
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
を
は
る
か
に
超
え

る
も
の
だ
と
主
張
し
、
こ
の
芸
術
は
宗
教
の
最
も
深
い
神
秘
か
ら
理

解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
（
テ
ィ
ー
ク
宛
前
掲
書
簡
、

H
S, I, S. 27

）。 
25  
「
あ
ら
ゆ
る
花
の
構
図
に
、
そ
れ
に
伴
い
人
間
の
感
じ
る
も
の
が
常

に
一
緒
に
描
か
れ
る
、
と
い
う
や
り
方
を
す
る
う
ち
に
、
い
つ
も
そ
の

感
じ
を
考
え
る
こ
と
に
人
々
が
少
し
ず
つ
慣
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
す
ぐ
に
そ
う
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
無
理
な
の
で
、
僕
が
生
き
て

い
る
間
は
、
人
物
な
し
の
花
の
構
図
は
描
く
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

テ
ィ
ー
ク
宛
前
掲
書
簡
（H

S, I, S. 27

）。

26 

「
僕
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
厳
格
な
規
則
性
は
、
外
的
素
材
や

物
語
な
し
に
想
像
と
魂
の
神
秘
か
ら
生
ず
る
美
術
作
品
に
あ
っ
て
は
、

ま
さ
に
最
も
必
然
的
で
す
。」
ダ
ニ
エ
ル
宛
て
一
八
〇
三
年
二
月
一
三

日
付
け
の
書
簡
（H

S, I, S. 35 f.

）。 

27 

ダ
ニ
エ
ル
宛
て
一
八
〇
三
年
一
月
三
〇
日
付
け
、
同
二
月
二
二
日
付

け
の
書
簡
（H

S, I, S. 31 - 33 u
n

d
 35 f.

）。 

28 
H

S, I, S.226 - 229. 

な
お
、
遠
縁
に
あ
た
るA

. A
. F. M

ilarch

が

一
八
二
一
年
に
書
い
た
解
説
（H

S, II, S. 530 - 537
）
も
見
よ
。
そ
こ
で

は
昼
顔
がC

o
n

vo
lvu

lu
s

と
さ
れ
て
お
り
、
本
論
で
はC

alystegia

を

採
っ
た
が
、
前
者
も
可
。 

29 

当
時
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
は
ま
だ
植
物
園
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。 

30 

グ
ス
タ
フ
・
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
宛
て
、
一
八
〇
七
年
一
二
月
二
八
日

付
け
の
書
簡 (H
S, I, 238 f.)

。
強
調
は
原
文
に
よ
る
。 

31 

紙
数
の
都
合
に
よ
り
、
基
本
的
に
最
終
デ
ッ
サ
ン
稿
の
み
を
取
り
上

げ
る
。 

32 

こ
れ
ら
素
朴
な
楽
器
群
の
う
ち
、二
本
の
縦
笛
は
『
夜
啼
き
鶯
の
レ
ッ

ス
ン
』（T

 248, 301

）
で
プ
ス
ュ
ー
ケ
ー
に
愛
を
教
え
る
エ
ロ
ー
ス
の

持
ち
物
、
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
は
恐
ら
く
三
位
一
体
の
暗
示
と
考
え
ら
れ

る
。 

33 

睡
蓮
と
ア
マ
リ
リ
ス
に
関
し
て
は
、
後
に
ル
ン
ゲ
自
身
が
こ
の
学
名

を
挙
げ
て
い
る
（H

S, I, S. 239

）。
ま
た
、
一
八
〇
八
年
に
は
、
後
者
を

単
独
で
写
生
し
（T

 396

）、
油
彩
版
の
『
朝
』
に
役
立
て
て
い
る
。 

34 

こ
の
あ
と
順
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
周
縁
図
に
は
常
に
次
の
段
階
の

時
を
予
示
す
る
要
素
が
見
出
さ
れ
る
。 

35 

「
…
…
天
に
お
い
て
主
を
賛
美
せ
よ
。
御
使
い
ら
よ
、
こ
ぞ
っ
て
主

を
賛
美
せ
よ
。
日
よ
、
月
よ
、
輝
く
星
よ
、
天
の
天
よ
、
天
の
上
に
あ

る
水
よ
、
主
を
賛
美
せ
よ
。
主
の
御
名
を
賛
美
せ
よ
。
主
は
命
じ
ら
れ
、

す
べ
て
の
も
の
は
創
造
さ
れ
た
。
主
の
御
名
は
ひ
と
き
わ
高
く
、
威
光

は
天
地
に
満
ち
て
い
る
…
…
」「
…
…
角
笛
を
吹
い
て
、
琴
と
竪
琴
を

奏
で
て
、
太
鼓
に
合
わ
せ
て
踊
り
な
が
ら
、
弦
を
か
き
鳴
ら
し
笛
を

吹
い
て
、
シ
ン
バ
ル
を
鳴
ら
し
シ
ン
バ
ル
を
響
か
せ
て
、
神
を
賛
美

せ
よ
…
…
」（
新
共
同
訳
聖
書
、
詩
編
一
四
八
章
一
〜
五
節
、
一
三
節
、

一
五
〇
章
三
―
五
節
か
ら
抜
粋
）。

36 

創
世
記
三
章
一
六
―
一
七
、一
九
、二
三
節
。

37 

恐
ら
く
、
ド
イ
ツ
語
で
「
マ
リ
ア
の
鐘
」
と
呼
ば
れ
るC

am
p

an
u

la 

m
ed

iu
m

. 

38 

「
お
前
に
対
し
て
、
土
は
茨
と
薊
を
生
え
出
で
さ
せ
る
」（
創
世
記
三

章
一
八
節
）。 

39 

カ
ト
リ
ッ
ク
美
術
で
は
、
胸
を
刺
す
剣
の
代
わ
り
に
（
悲
し
み
の
）

聖
母
に
添
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

40 

ル
ン
ゲ
は
、
男
女
の
結
婚
は
楽
園
後
に
は
必
然
で
あ
り
、
愛
は
光
で

あ
り
、
心
と
物
質
を
つ
な
ぐ
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
テ
ィ
ー
ク
宛
て

一
八
〇
三
年
四
月
頃
の
書
簡
（H

S, I, S. 42

）。     
41 
ル
ン
ゲ
は
こ
れ
をFeu

erlilie=

火
炎
百
合
（
オ
ニ
ユ
リ
）
と
し
て
い
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る
が
（
註
27
を
見
よ
）、
誤
り
だ
ろ
う
。 

42 
ル
ン
ゲ
はFin

gerh
u

t

（
ジ
ギ
タ
リ
ス
）
と
し
て
い
る
が
、
誤
り
。 

43 
水
仙
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
（C

aro
la R

u
n

ge, ”D
ie B

ed
eu

tu
n

g 
d

er P
fl

an
ze in

 d
er M

alerei d
er R

o
m

an
tik in

sb
eso

n
d

ere b
ei 

P
h

ilip
p

 O
tto

 R
u

n
ge“, Stu

d
iu

m
 gen

era
le X

X
, 1

9
6

7
, S.3

5
7

）、

花
弁
の
形
が
明
ら
か
に
異
な
る
。 

44 

こ
の
最
後
の
時
を
制
作
中
、
ル
ン
ゲ
は
世
界
が
最
後
の
審
判
の
よ
う

に
あ
り
あ
り
と
目
の
前
に
浮
か
ん
だ
、
と
書
い
て
い
る
（
ヨ
ー
ハ
ン
・

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ベ
ッ
サ
ー
宛
て
一
八
〇
三
年
四
月
二
〇
日
付
け
の
書
簡
、

H
S, II, S. 212

）。
し
か
し
そ
れ
を
根
拠
に
、
本
図
を
「
聖
霊
の
時
」
で

は
な
く
最
後
の
審
判
図
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。 

45 

ル
ン
ゲ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
聖
母
（
と
聖
人
た
ち
）
が
い
わ
ば
第

四
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
そ
れ

を
否
定
し
て
よ
り
抽
象
的
と
な
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
親
密
さ
が

減
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
（
一
八
〇
二
年
三
月
九
日
付

け
ダ
ニ
エ
ル
宛
て
書
簡
、H

S I, S. 15

）。

46 

カ
ー
ル
・
シ
ル
デ
ナ
ー
宛
て
一
八
〇
六
年
三
月
の
書
簡
（H

S I, S. 66

）

を
見
よ
。 

47 
G

eh
eim

e Figu
ren

 d
er R

o
sen

k
reu

zer, a
u

s d
em

 1
6

ten
 u

n
d
 

1
7

ten Ja
h

rh
u

n
d

ert, a
u

s ein
em

 a
lten

 M
a

n
u

scrip
t z

u
m

 

ersten
m

a
l a

n
s Lich

t gestellt, A
lto

n
a 1785, S. 8. 

薔
薇
十
字
会
は
秘

密
結
社
の
た
め
、
こ
の
書
物
は
公
に
知
ら
れ
る
造
形
資
料
と
し
て
現
在

で
も
貴
重
で
あ
り
、
以
下
の
書
で
も
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
：
ク

リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
『
薔
薇
十
字
団
』、
吉
村
正
和

訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇; C

lem
en

s Z
erlin

g, D
ie R

o
sen

k
reu

zer: 

G
esch

ich
te ein

er Id
ee zw

isch
en

 M
yth

o
s u

n
d

 W
irk

lich
keit..., 

G
raz 2009. 

論
者
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
講
義
で
何
度
か
こ
の
図
版
と

ル
ン
ゲ
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
最
近T

h
o

m
as Lan

ge

が

そ
の
好
著D

a
s b

ild
en

d
e D

en
ken

 P
h

ilip
p
 O

tto
 R

u
n

ges, B
erlin

 

etc., 2010, S. 91 u
n

d
 93, 

で
指
摘
し
た
。

48 

シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
内
装
で
は
、
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
四
世
時
代
に
描

か
れ
て
い
た
モ
ー
セ
伝
（su

b
 lege

）
と
キ
リ
ス
ト
伝
（su

b
 gratia

）
の

壁
画
サ
イ
ク
ル
に
、
ユ
ー
リ
ウ
ス
二
世
の
代
に
な
っ
て
天
地
創
造
か

ら
ノ
ア
ま
で
（an

te legem

）
の
天
井
画
が
加
え
ら
れ
、
最
後
に
既
に

あ
っ
た
聖
母
被
昇
天
の
壁
画
を
つ
ぶ
し
て
「
最
後
の
審
判
」
が
描
か

れ
た
。
天
井
画
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
神
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

E
sth

er G
o

rd
o

n
 D

o
tso

n
, „A

n
 A

u
gu

stin
ian

 In
terp

retatio
n

 o
f 

M
ich

elan
gelo

’s Sistin
e C

eilin
g“ Part I &

 II, T
h

e A
rt B

u
lletin

, 

1979, p
p

. 223 - 256 an
d

 405 - 429, 

を
見
よ
。

49 

松
浦
純
『
十
字
架
と
薔
薇　

知
ら
れ
ざ
る
ル
タ
ー
』、
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
、八
二
頁
以
下
、
一
五
四
頁
以
下
、
一
六
八
頁
以
下
。

50 
W

e
rn

e
r H

o
fm

an
n

 (H
g

.), L
u

th
er u

n
d

 d
ie F

o
lg

en
 fü

r 

d
ie K

u
n

st, A
u

sstellu
n

gsk
at., H

am
b

u
rger K

u
n

sth
alle 1

9
8

3
 - 

8
4

, S. 2
1

0
 - 2

1
6

; M
a

rtin
 L

u
th

er u
n

d
 d

ie R
efo

rm
a

tio
n

 in
 

D
eu

tsch
la

n
d, A

u
sstellu

n
gskat., G

erm
an

isch
es N

atio
n

alm
u

seu
m

 

N
ü

rn
b

e
rg

, 1
9

8
3

, S
.3

5
6

;K
u

n
st d

e
r R

e
fo

rm
a

tio
n

sz
e
it, 

A
u

sste
llu

n
g

sk
at., A

lte
s M

u
se

u
m

, B
e

rlin
 (D

D
R

) 1
9

8
3

, S. 

357 - 360.

51 

一
八
〇
七
年
に
ル
ン
ゲ
が
考
案
し
た
表
題
は
、「
朝
は
万
有
の
限
り

な
い
照
明
。
昼
は
万
有
を
満
た
す
被
造
物
の
限
り
な
い
形
成
。
夕
は
万

有
の
源
へ
の
存
在
者
の
限
り
な
い
破
壊
。
夜
は
神
に
お
け
る
消
滅
す
る

こ
と
の
な
い
存
在
に
つ
い
て
の
知
の
限
り
な
い
深
遠
。
こ
れ
ら
が
創
造

さ
れ
た
精
神
の
四
つ
の
次
元
で
あ
る
。
し
か
し
神
は
万
物
に
お
い
て
万

物
に
働
き
か
け
る
。
神
が
被
造
物
に
触
れ
る
よ
う
に
造
形
し
よ
う
と
い
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う
者
が
あ
ろ
う
か
。」（H

S I, S. 82

）。

52 

例
え
ば
、
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
の
予
型
論
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
的

な
四
季
の
造
形
化
、
あ
る
い
は
カ
ス
パ
ー
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
の
朝
昼
夕
夜
・
四
季
・
人
の
一
生
・
人
類
史
・
大
自
然
の
変
化

を
重
層
的
に
描
い
た
セ
ピ
ア
・
サ
イ
ク
ル
を
参
照
せ
よ
。『
四
つ
の
時
』

も
生
成
消
滅
の
サ
イ
ク
ル
と
し
て
は
四
季
や
人
の
一
生
に
通
ず
る
が
、

そ
れ
を
造
形
か
ら
直
接
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

53 

女
と
子
供
と
花
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
の
造
形
的
影
響
力
は
、
む
し
ろ
子

供
向
け
の
本
の
挿
絵
分
野
へ
と
向
か
っ
た
。

54 
Fried

rich
 Sch

legel,„D
ritter N

ach
trag alter G

em
äld

e“, b
ei 

H
an

s Eich
n

er (H
g.), K

ritisch
e Fried

rich
-Sch

legel-A
u

sga
b
e IV: 

A
n

sich
ten

 u
n

d
 Id

een
 vo

n
 d

er ch
ristlich

en
 K

u
n

st, M
ü

n
ch

en
 

etc., 1959, S.151.

55 
Su

lp
iz B

o
isserée, B

riefw
ech

sel / Ta
geb

ü
ch

er, B
d

. 1, G
ö

ttin
gen

 

1
9

7
6

, S.1
1

4
 (Su

lp
iz an

 M
elch

io
r ü

b
er sein

en
 B

esu
ch

 b
ei 

G
o

eth
e, 6. 5. 1811).

56 

ル
ン
ゲ
の
色
彩
論
に
つ
い
て
は
、H
ein

z M
atile, D

ie Fa
rb

en
leh

re 

P
h

ilip
p
 O

tto
 R

u
n

ges, 2. A
u

fl
., M

ü
n

ch
en

 / M
itten

w
ald

 1979, 

に

詳
し
い
。
古
代
以
来
の
色
彩
論
の
文
脈
に
お
い
て
は
、K

em
p

,o
p
. cit., 

p
p

. 295-297, 

を
見
よ
。

〈
図
版
リ
ス
ト
〉

（
植
物
写
真
以
外
で
は
、
作
者
名
の
な
い
も
の
は
す
べ
て
ル
ン
ゲ
の
作

品
で
、H

am
b

u
rger K

u
n

sth
alle 

蔵
）

1a 
A

ch
ill u

n
d

 Sk
a

m
a

n
d

ro
s,1

8
0

1
. P

in
sel u

n
d

 B
lei / Pap

ier, 

527 ×
673m

m
. 

1b 
Jo

sep
h

 H
o

ffm
an

n
, A

ch
ill a

u
f Sk

ylo
s,1

8
0

1
. P

in
sel u

n
d

 

B
lei/Pap

ier, 668 ×
1077m

m
. K

u
n

stsam
m

lu
n

gen
 zu

 W
eim

ar.

2  
W

ir D
rei, 1805 (1931 geb

ran
n

t). Ö
l / Lw

., 100 ×
122cm

.

3 
Jo

h
a

n
n

isb
eere. Sch

eren
sch

n
itt. Pap

ier, 265 ×
127m

m
.

4  
D

er M
o
rgen

,1803. Fed
er/Pap

ier, 717 ×
482m

m
.

5a 

４
の
部
分
（
中
央
図
上
部
中
央
の
開
花
し
た
光
の
百
合
）

5b 

白
百
合Liliu

m
 can

d
id

u
m

 ©
A

n
d

rea M
o

ro

6a, 

6d　

４
の
部
分
（
周
縁
図
左
側
下
部
）

6b 

黄
睡
蓮N

ym
p

h
aea lu

tea

6c 

ア
マ
リ
リ
スA

m
aryllis fo

rm
o

sissim
a

7 
D

er Ta
g,1803. Fed

er/Pap
ier, 716 ×

482m
m

.

8a 
K

o
n

stru
ie

rte
 K

o
rn

b
lu

m
e

,1
8

0
8

/0
9

. F
e

d
e

r/P
ap

ie
r, 

250 ×
190m

m
.

8b, 

8c　

矢
車
草C

en
tau

rea cyan
u

s  ©
Leo

 M
ich

els

9a 

７
の
部
分
（
中
央
図
中
央
層
）

9b 

亜
麻Lin

u
m

 u
sitatissim

u
m

 ©
A

lo
is Payer

9c 

昼
顔C

alystegia silvatica  ©
G

razian
o

 P
ro

p
etti 

9d 

小
麦 Triticu

m
 aestivu

m
 ©

A
n

d
rea M

o
ro

10a 
U

n
k

n
o

w
n

 E
n

g
lish

 M
in
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rist, T

h
e H

u
n

ter P
sa

lter, 

c.1170. G
lasgo

w
 U

n
iversity Lib

rary, M
s. H

u
n

ter U
,3,2(229), 

fo
l.8recto

, Lo
w

er H
alf. 

10b 
Ju

liu
s Sch

n
o

rr vo
n

 C
aro

lsfeld
, D

ie B
ib

el in
 B

ild
ern

, 

Leip
zig 1852-60, B

ild
 11. 

11a 

７
の
部
分 （
中
央
図
下
部
中
央
） 

11b 

勿
忘
草 M

yo
so

tis silvatica ©
A

n
d

rea M
o

ro

11c 

イ
ラ
ク
サ U

rtica atro
viren

s ©
G

iu
lian

o
 C

am
p

u
s

12a, 

12d　

７
の
部
分 （
中
央
図
下
部
左
右
） 
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12b 

ヒ
ヤ
シ
ン
ス H
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