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世
紀
転
換
期
の〈
植
物
表
現
〉

 

︱
︱
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
か
ら
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
へ

池
　
田
　
祐
　
子

は
じ
め
に

　

前
世
紀
転
換
期
の
新
し
い
芸
術
動
向
を
示
す
﹁Ju

gen
d

stil

（
ユ
ー
ゲ

ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
）」
と
い
う
言
葉
が
、
一
八
九
六
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
﹃Ju

gen
d

（
ユ
ー
ゲ
ン
ト
）﹄
に
由
来
す
る
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
当
時
の
特
徴
的
な
芸
術
動
向
を
指
す

言
葉
と
し
て
﹁
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
」
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
、

一
八
九
七
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
開
催
さ
れ
た
﹁
ザ
ク
セ
ン
＝
テ
ュ
ー

リ
ン
ゲ
ン
工
業
産
業
博
覧
会
（Säch

sisch
–T

h
ü

rin
gisch

e In
d

u
strie– 

u
n

d
 G

ew
erb

eau
sstellu

n
g

）」
に
お
け
る
パ
ウ
ル
・
メ
ビ
ウ
ス
（Pau

l 

M
ö

b
iu

s, 1 866–1907

）
設
計
の
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
に
対
す
る
批
評
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。（
１
）

こ
の
﹁
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
た
も
の
と
は
全
く
か

け
離
れ
た
、
大
胆
な
ユ
ー
モ
ア
と
想
像
力
に
満
ち
た
モ
テ
ィ
ー
フ
で
彩

ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
確
か
な
躍
動
感
（Sch

w
u

n
g

）
を
生
み
出
し
て

い
る
」（
２
）
と
評
さ
れ
た
建
物
で
、
メ
ビ
ウ
ス
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け

る
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
を
代
表
す
る
建
築
家
と
な
っ
た
。
し
か

し
こ
の
﹁
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
」
と
い
う
言
葉
が
定
着
す
る
の

は
、
一
八
九
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
﹃D

eko
rative K

u
n

st

（
装
飾

芸
術
）﹄
な
ど
で
美
術
批
評
家
の
ユ
リ
ウ
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
＝
グ
レ
ー
フ
ェ

（Ju
liu

s M
eier–G

raefe, 1867–1935

）
や
建
築
家
で
当
時
ロ
ン
ド
ン
の

ド
イ
ツ
大
使
館
付
技
官
で
あ
っ
た
ヘ
ル
マ
ン
・
ム
テ
ジ
ウ
ス
（H

erm
an

n
 

M
u

th
esiu

s, 1861–1927

）
ら
が
発
表
し
た
言
説
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
中
で
﹁
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
」
と
い
う
言
葉
は
、
特
に

一
九
〇
二
年
以
降
、
主
と
し
て
こ
の
芸
術
動
向
に
対
す
る
批
判
的
な
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
。（
３
）

　

一
方
、
本
稿
執
筆
の
機
会
と
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
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る
﹁
植
物
表
現
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
十
九
世
紀
半
ば
の
応
用
芸
術
に

蔓
延
し
て
い
た
疲
弊
し
た
歴
史
主
義
打
開
の
起
爆
剤
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
、﹁fl

o
ral

（
フ
ロ
ー
ラ
の
）」
と
い
う
形
容
詞
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ

る
ほ
ど
、
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
で
は
植
物
を
素
材
と
し
た
装
飾
な

い
し
フ
ォ
ル
ム
が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
﹁
植
物
表
現
」、
ま

た
そ
れ
を
支
え
る
﹁
自
然
研
究
」
は
、
産
業
化
が
進
む
市
民
社
会
に
対

応
す
る
応
用
芸
術
の
新
た
な
方
向
性
を
模
索
し
つ
つ
も
、
ユ
ー
ゲ
ン
ト

シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
を
﹁
単
な
る
外
面
的
な
も
の
を
目
指
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
」（
４
）
と
批
判
し
、
結
果
的
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
代
表
さ
れ
る
モ
ダ
ン
デ
ザ

イ
ン
へ
の
端
緒
を
開
い
た
人
々
に
と
っ
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
こ
の
﹁
植
物
表
現
」
を
切
り
口
に
、
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー

ル
の
登
場
か
ら
二
十
世
紀
の
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
に
い
た
る
応
用
芸
術
と
そ

れ
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
遷
を
辿
る
一
試
論
で
あ
る
。

１
．
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
誕
生
ま
で
の
時
代
背
景
（
５
）

　
﹁
フ
ォ
ル
ム
の
錯
乱
状
態
、
フ
ォ
ル
ム
の
萎
縮
、
破
壊
と
混
乱
、
そ
れ

ら
が
一
八
三
〇
年
代
か
ら
一
八
九
〇
年
代
に
蔓
延
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
が
、
帝
国
成
立
の
一
八
七
一
年
に
始
ま
る
泡
沫
会
社
設
立
時
代

（G
rü

n
d

erzeit

）
の
主
な
特
徴
だ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
真
の
手
工
芸
を
見

つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
」。（
６
）
一
八
五
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
初
め
て
開
催

さ
れ
た
万
国
博
覧
会
を
契
機
に
認
識
さ
れ
た
、
産
業
・
技
術
革
新
が
進
ん

で
い
る
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
工
芸
製
品
の
品
質
低
下
は
、
こ
の

言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
帝
国
成
立
直
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
極
め
て
深
刻

で
あ
り
、
一
八
七
六
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
の
さ
い
に
は
、﹁
ド

イ
ツ
工
業
の
基
本
原
理
は
、
安
価
で
粗
悪
な
（sch

lech
t u

n
d

 b
illig

）
こ

と
で
あ
る
」
と
ま
で
評
さ
れ
た
。（
７
）

新
古
典
主
義
で
も
っ
て
時
代
の
デ

ザ
イ
ン
を
総
括
し
た
建
築
家
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ン
ケ
ル
（K

arl 

Fried
rich

 Sch
in

kel, 1781–1841

）
の
死
と
ツ
ン
フ
ト
な
ど
の
伝
統
的

な
職
能
集
団
の
解
体
を
機
に
始
ま
っ
た
ド
イ
ツ
の
建
築
・
工
芸
に
お
け
る

様
々
な
混
乱
は
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
政
府
も
認
め
る
社
会
問
題
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
打
開
作
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン

博
物
館
（
現
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
）
を
建
て
た
イ
ギ
リ

ス
に
な
ら
い
、
一
八
六
七
年
の
ベ
ル
リ
ン
を
皮
切
り
に
ド
イ
ツ
全
土
に
工

芸
博
物
館
が
設
立
さ
れ
た
。（
８
）

そ
れ
ら
工
芸
博
物
館
の
活
動
の
目
的
は
、

建
築
・
工
芸
産
業
に
従
事
す
る
人
々
の
能
力
を
高
め
、
同
時
に
製
品
を
受

容
す
る
消
費
者
の
趣
味
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
博
物
館
に
は
展
示

施
設
の
ほ
か
、
学
校
や
図
書
室
と
い
っ
た
附
属
の
教
育
施
設
が
設
置
さ
れ

た
。

　

中
世
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
時
代
に
か
け
て
、
工
芸
に
従
事
す
る
人
々
は

﹁V
o

rlage

（
見
本
）」
を
傍
ら
に
製
作
を
行
っ
た
が
、
通
常
そ
れ
ら
は
同

時
代
に
流
行
し
て
い
た
製
品
の
サ
ン
プ
ル
や
デ
ザ
イ
ン
画
で
あ
っ
た
。
し

か
し
十
九
世
紀
の
歴
史
主
義
の
時
代
に
入
る
と
、
過
去
に
製
作
さ
れ
た
芸

術
的
価
値
の
高
い
作
品
を
も
と
に
し
た
模
倣
品
や
雛
形
本
が
﹁V

o
rb

ild
er

（
手
本
）」
と
し
て
工
芸
従
事
者
の
間
に
流
布
し
、
そ
れ
ら
を
ニ
ー
ズ
に
合

わ
せ
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
新
た
な
製
品
が
作
ら
れ
て
い
た
（
図
１
）。
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工
芸
博
物
館
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
折
衷
主
義
に
抗
し
て
設
置
さ
れ
た
が
、

そ
の
所
蔵
品
は
﹁V

o
rb

ild
ersam

m
lu

n
g

（
手
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）」
お

よ
び
﹁M

u
stersam

m
lu

n
g

（
雛
形
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）」
と
呼
ば
れ
、
そ

こ
に
は
歴
史
的
優
品
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
も
し
そ
れ
が
手
に

入
ら
な
い
場
合
は
そ
の
コ
ピ
ー
や
ス
ケ
ッ
チ
な
い
し
写
真
が
収
め
ら
れ
た
。

そ
れ
ら
は
博
物
館
の
展
示
に
供
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
附
属
の
教
育
施

設
と
り
わ
け
学
校
で
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
が
、﹁
過
去
の
工
芸
作
品

で
私
た
ち
に
と
っ
て
直
接
役
に
立
つ
も
の
は
な
い
」（
９
）

と
い
う
、
ベ
ル

リ
ン
工
芸
博
物
館
初
代
館
長
ユ
リ
ウ
ス
・
レ
ッ
シ
ン
グ
（Ju

liu
s Lessin

g, 

1843–1908

）
の
言
葉
の
通
り
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
工
芸
従
事
者
や

消
費
者
に
趣
味
を
教
授
し
、
彼
ら
の
創
造
力
を
高
め
る
た
め
の
教
材
で

あ
っ
て
、
模
倣
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
手

本
を
使
用
す
る
教
育
方
法
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ら
を
範
と
す
る
装
飾
が
生

み
出
さ
れ
、
そ
の
恣
意
的
流
用
と
折
衷
化
が
進
む
危
険
性
が
常
に
存
在
し

て
い
た
。

一
方
で
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ゼ
ン
パ
ー
（G

o
ttfried

 Sem
p

er, 

1803–1879

）
に
代
表
さ
れ
る
十
九
世
紀
の
歴
史
主
義
の
芸
術
理
論
家
に

と
っ
て
、
フ
ォ
ル
ム
は
常
に
単
な
る
機
能
の
骨
格
で
あ
っ
て
、
芸
術
性
を

保
つ
た
め
に
そ
の
外
観
は
適
切
な
飾
り
で
も
っ
て
覆
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
歴
史
折
衷
主
義
が
批
判
さ
れ
、
新
た
な
装
飾

の
創
造
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
と
き
、
創
造
の
源
と
し
て
歴
史
様
式
に

代
わ
り
大
き
な
関
心
を
集
め
た
の
が
﹁
自
然
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

装
飾
に
お
け
る
﹁N

atu
ralism

u
s

（
自
然
主
義
）」
が
鼓
舞
さ
れ
、
そ
れ

を
実
現
す
る
た
め
の
﹁N

atu
rstu

d
ie

（
自
然
研
究
）」
が
奨
励
さ
れ
た
。

自
然
主
義
へ
の
傾
倒
ぶ
り
は
、
当
時
の
様
々
な
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
大

仰
な
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
花
飾
り
な
ど
を
多
用
し
た
そ
の
会
場
装
飾
に

も
見
て
取
れ
る
（
図
２
）。
し
か
し
こ
れ
ら
の
過
去
の
歴
史
様
式
を
加
工

し
た
だ
け
の
よ
う
な
自
然
主
義
的
装
飾
は
、
歴
史
様
式
を
重
ん
じ
る
人
々

だ
け
で
は
な
く
、
工
芸
の
改
革
を
求
め
る
人
々
か
ら
も
厳
し
い
非
難
を
あ

び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
新
た
な
﹁
自
然
主
義
」
に

向
け
て
の
﹁
自
然
研
究
」
の
指
針
と
し
て
活
躍
し
た
の
が
、
工
芸
博
物
館

の
﹁V

o
rb

ild
er

（
手
本
）」
や
﹁V

o
rlage

（
見
本
）」
と
し
て
収
集
さ
れ

た
中
近
東
や
東
ア
ジ
ア
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
製
品
と
、
主
に
学
校
や
図

図1　トビアス・ホフマイスター
	 《ライティング・デスク》1855年頃、
	 胡桃材ほか、個人蔵
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書
室
で
収
集
さ
れ
た
﹁V

o
rlage

（
見
本
）」
と
し
て
の
動
植
物
や
風
景
と

い
っ
た
自
然
の
写
真
そ
し
て
図
版
本
で
あ
っ
た
。

２
．
二
つ
のV

orbilder

とV
orlage

：
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
自
然
科
学

　
﹁
日
本
の
製
品
は
、
識
者
が
選
ん
だ
古
い
も
の
で
も
、
世
界
市
場
の
た

め
の
工
場
生
産
品
で
も
、
自
然
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
満
ち
て
い
る
」。（
10
）

万

国
博
覧
会
を
中
心
に
欧
米
各
地
の
博
覧
会
な
ど
で
紹
介
さ
れ
た
日
本
の
美

術
・
工
芸
品
は
、
多
く
の
人
々
に
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
一
大
ブ
ー

ム
を
巻
き
起
こ
し
た
。﹁
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」と
呼
ば
れ
る
こ
の
現
象
に
よ
っ

て
、
日
本
の
美
術
・
工
芸
品
は
、
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
活
発
化
す
る
新
た

な
芸
術
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
応
用
芸
術
の
分
野
に
お
い
て

は
、
製
品
の
精
巧
な
製
造
技
術
と
な
ら
ん
で
、
様
々
な
か
た
ち
で
日
本
の

製
品
に
展
開
す
る
多
彩
な
自
然
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
装
飾
に
お
け
る
新
た
な

﹁
自
然
主
義
」へ
の
指
針
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
の﹁V

o
rb

ild
er

（
手
本
）」
な
い
し
﹁V

o
rlage

（
見
本
）」
と
し
て
、
日
本
の
美
術
・
工
芸

品
は
、
各
工
芸
博
物
館
に
お
い
て
熱
心
に
収
集
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
で

も
数
の
上
で
群
を
抜
い
て
収
集
さ
れ
た
の
が
、
武
士
の
裃
な
ど
の
礼
服
や

市
井
の
人
々
の
浴
衣
の
生
地
を
染
め
る
の
に
用
い
ら
れ
た
﹁
型
紙
」
で

図 2	 「第1回ドイツ産業博覧会、ガラス宮会場風景、
ミュンヘン」1854年

図 3　「型紙〈糸菊〉」リンデン博物館蔵
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あ
っ
た
（
図
３
）。
そ

の
日
本
の
美
術
・
工
芸

品
収
集
の
中
心
的
な
推

進
役
で
あ
っ
た
ハ
ン
ブ

ル
ク
工
芸
博
物
館
初
代

館
長
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
ブ

リ
ン
ク
マ
ン
（Ju

stu
s 

B
rin

ck
m

an
n

, 1
8

4
3 

– 1915

）
は
、
日
本
の

美
術
・
工
芸
品
に
お
け

る
自
然
の
描
写
が
、
生

き
生
き
と
し
た
自
然
観

察
を
基
礎
に
し
て
お

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対

象
の
本
質
や
そ
の
フ
ォ

ル
ム
そ
し
て
動
き
の
特

性
が
簡
潔
に
表
現
さ
れ

る
と
主
張
し
た
。
ま
た

そ
の
緻
密
な
自
然
観
察

は
、
対
象
を
﹁
自
然
の

ま
ま
に
」
表
現
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
作
ら
れ

る
べ
き
製
品
の
特
性
を

熟
知
し
た
上
で
の
表
現
手
段
の
単
純
化
を
通
し
て
、
自
然
モ
テ
ィ
ー
フ
の

様
式
化
を
も
生
み
出
し
て
い
る
と
さ
れ
、
染
め
る
布
地
の
幅
に
合
わ
せ
た

定
型
に
光
と
影
、つ
ま
り
ネ
ガ
ポ
ジ
に
よ
っ
て
の
み
文
様
を
描
き
出
す﹁
型

紙
」
に
、
そ
の
特
徴
が
典
型
的
に
見
て
取
れ
る
と
し
た
。（
１１
）

柿
渋
を
用

い
て
貼
り
あ
わ
せ
た
美
濃
紙
に
文
様
が
彫
ら
れ
た
型
紙
は
、
定
型
で
あ
る

上
、
染
め
の
行
程
に
耐
え
う
る
強
度
を
も
持
ち
、
ほ
か
の
美
術
・
工
芸
品

に
比
較
し
て
、
格
段
に
保
管
や
扱
い
が
容
易
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
型
紙

は
、
ド
レ
ス
デ
ン
工
芸
博
物
館
の
約
一
六
〇
〇
〇
枚
を
筆
頭
に
数
千
、
数

百
枚
単
位
で
各
地
に
収
蔵
さ
れ
、
展
示
に
供
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
図

書
室
で
閲
覧
さ
れ
、
工
芸
学
校
で
は
教
材
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に

は
﹁
型
紙
」
が
掲
載
さ
れ
た
出
版
物
を
通
じ
て
も
世
間
に
広
く
認
知
さ
れ

（
図
４
）、
型
紙
の
文
様
に
影
響
を
受
け
た
と
推
測
さ
れ
る
応
用
芸
術
作
品

が
数
多
く
制
作
さ
れ
た
（
図
５
、６
）。（
12
）

　

一
方
、
日
本
な
ど
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
美
術
・
工
芸
品
と
並
ん
で
、
歴

史
主
義
に
代
わ
る
新
た
な
﹁
自
然
主
義
」
の
、
さ
ら
に
言
え
ば
﹁
自
然
研

究
」
の
指
針
と
な
っ
た
の
は
、
動
植
物
な
ど
自
然
を
テ
ー
マ
と
し
た
写
真

や
図
版
本
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
出
版
物
の
背
景
に
は
二
つ
の
要
素
、
つ
ま

り
写
真
技
術
の
発
達
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
ら
の
進
化
論
な
ど
の
最
新
の
自
然

科
学
研
究
を
基
礎
と
し
た
新
た
な
自
然
観
が
存
在
し
て
い
る
。（
13
）

前
者

に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
動
植
物
図
鑑
や
雛
形
本
に
配
さ
れ
て
い
た

手
書
き
の
挿
図
に
写
真
が
と
っ
て
代
わ
っ
た
写
真
集
が
出
版
さ
れ
た
（
図

７
）。
こ
こ
で
は
自
然
の
植
物
が
写
さ
れ
て
は
い
る
が
、﹁
そ
れ
は
生
き
た

自
然
の
対
象
を
芸
術
的
に
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
る
で
そ
れ
ら
は
、

図4　ハインリヒ・ドルメチュ『日本の手本（Japanische	Vorbilder）』1886年
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手
本
を
探
し
求
め
る
図
案
家
の
た
め
に
、
滅
多
に
な
い
ほ
ど
完
璧
な
姿

で
、
苦
労
の
末
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
よ
う
だ
」
と
評
さ
れ
た
通
り
、
そ

こ
で
の
自
然
の
提
示
方
法
は
従
来
の
装
飾
雛
形
な
い
し
図
鑑
の
域
を
出
て

い
な
い
。（
14
）

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
装
飾
雛
形
が
生
の
植
物
で
提
示
さ
れ
て

い
る
様
子
は
奇
異
で
す
ら
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
図
８
）。
ま
た
一
方

で
、
進
化
論
や
種
の
分
類
と
い
っ
た
自
然
科
学
研
究
の
新
た
な
成
果
に

基
づ
い
た
図
版
本
や
写
真
本
が
出
版
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、
一
八
九
九

年
か
ら
一
九
〇
四
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
生
物
学
者
の
エ
ル
ン
ス
ト
・

ヘ
ッ
ケ
ル
（Ern

st H
aeckel, 1834–1919

）
に
よ
る
﹃
自
然
の
芸
術
フ
ォ

ル
ム
﹄
と
（
15
）、
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
四
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ

た
元
彫
金
師
で
写
真
家
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ゲ
ル
ラ
ハ
（M

artin
 G

erlach
, 

1846–1918

）
に
よ
る
﹃
自
然
界
の
フ
ォ
ル
ム
世
界
﹄
は
（
16
）、
熱
狂
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
版
を
重
ね
た
。
前
者
に
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
自
身
の
手
に
な

る
華
麗
な
精
密
画
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
自
然
界
と
芸
術
の
フ
ォ

ル
ム
の
親
縁
性
を
主
題
と
し
て
芸
術
に
関
わ
る
人
々
の
強
烈
な
関
心
を
引

き
（
図
９
）、
後
者
は
顕
微
鏡
写
真
を
含
む
動
植
物
の
写
真
を
ト
ポ
ロ
ジ

図7	 アドルフ・ブラウン《草花によるリース》
	 1854年（印刷は1866年以降）、炭素印刷

図6	 アーデルベルト・ニーマイヤー《花器》1907–08年、
磁器・釉薬、ニンフェンブルク磁器製作所蔵

図5	 「型紙〈瓢箪〉」ヴュルテンベルク州立博物館蔵
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カ
ル
に
配
し
て
、﹁
自
然
研
究
」
の
新
た
な
段
階
を
提
示
し
て
い
た
（
図

10
）。

　
﹁
型
紙
」
も
動
植
物
の
図
版
・
写
真
本
も
、
応
用
芸
術
に
お
い
て
歴
史

主
義
に
代
わ
る
﹁
自
然
主
義
」
を
求
め
る
人
々
に
と
っ
て
、
従
来
と
は
異

な
る
﹁
自
然
研
究
」
の
方
向
や
、そ
れ
に
基
づ
く
新
た
な
﹁
自
然
モ
テ
ィ
ー

フ
」
の
創
造
に
対
す
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

こ
れ
ら
が
熱
狂
的
に
受
容
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
応
用
芸
術
の
制
作
や
教
育
の
現
場
に
お
い
て
、
数
あ
る
﹁V

o
rb

ild

」

や
﹁V

o
rlage

」
を
目
的
に
沿
っ
て
選
択
利
用
す
る
と
い
う
歴
史
主
義
的

図8	 《野菜と蕪のリース》1893年、コロタイプ

図9　エルンスト・ヘッケル著『自然の芸術フォルム』より
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思
考
が
い
ま
だ
根
深
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ

う
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
の
装
飾
の
恣
意

的
流
用
と
折
衷
化
、
さ
ら
に
は
粗
悪
品
に
よ
る
大
衆
化
を
導
き
、
後
の
厳

し
い
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
批
判
の
遠
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３
．
植
物
表
現
の
二
潮
流
：

　
　

オ
ッ
ト
ー
・
エ
ッ
ク
マ
ン
と
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
プ
リ
ス
ト

　

先
に
述
べ
た
﹁
型
紙
」
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
美
術
・

工
芸
品
の
影
響
と
、
図
版
・
写
真
本
を
通
し
て
の
新
た

な
自
然
科
学
研
究
の
成
果
の
影
響
は
、
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ

テ
ィ
ー
ル
に
お
け
る
植
物
表
現
に
二
つ
の
潮
流
を
生
み
出

し
た
。

　

画
家
と
し
て
出
発
し
、
一
八
九
六
年
に
応
用
芸
術
デ

ザ
イ
ン
へ
と
転
向
し
た
オ
ッ
ト
ー
・
エ
ッ
ク
マ
ン
（O

tto
 

Eckm
an

n
, 1865–1902

）
は
、
前
者
の
代
表
的
人
物
で
あ

る
。
彼
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
出
身
で
、
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
を
通
じ

て
日
本
の
美
術
・
工
芸
品
、
と
り
わ
け
浮
世
絵
に
親
し
ん

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が（
17
）、
当
然
な
が
ら
ハ
ン
ブ
ル
ク
工

芸
博
物
館
に
数
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
﹁
型
紙
」
も
見
て

い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
雑
誌
﹃PA

N

（
パ
ン
）﹄
に
掲
載
さ

れ
た
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
木
版
画
に
類
似
す
る
型
紙

が
ハ
ン
ブ
ル
ク
工
芸
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

図10　マルティン・ゲルラハ編『自然界のフォルム世界』より

図11　オットー・エックマン
	 《あやめ》1895 年、木版画、

京都国立近代美術館蔵／
	 「型紙〈菖蒲〉」ハンブルク

工芸博物館蔵
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ら
も
わ
か
る（
図
11
）。﹁fl

o
ral

（
フ
ロ
ー

ラ
の
）」
な
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル

の
代
名
詞
と
も
な
っ
た
エ
ッ
ク
マ
ン
に

よ
る
装
飾
は
、
代
表
作
︽
五
羽
の
白
鳥
︾

（
図
12
）
の
よ
う
な
テ
キ
ス
タ
イ
ル
作
品

や
壁
紙
そ
し
て
書
籍
の
装
丁
な
ど
（
図

13
）、
と
り
わ
け
様
々
な
平
面
作
品
を
飾

り
大
き
な
大
衆
的
人
気
を
博
し
た
。
ま

た
当
時
の
批
評
は
、
彼
の
作
品
で
は
自

然
の
フ
ォ
ル
ム
が
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
様
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
が
、
そ
の
様
式
化
に
日
本
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
、
但
し
そ
の
自

然
モ
テ
ィ
ー
フ
は
地
元
に
由
来
し
、
様
式
化
は
ド
イ
ツ
的
な
気
分
で
な

さ
れ
て
い
る
、
と
評
し
て
い
る
。（
18
）

こ
の
よ
う
に
、
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ

テ
ィ
ー
ル
つ
ま
り
は
新
た
な
﹁
自
然
主
義
」
の
第
一
人
者
の
よ
う
に
み
な

さ
れ
た
エ
ッ
ク
マ
ン
で
あ
る
が
、
同
じ
く
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
の

建
築
家
・
応
用
芸
術
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
の

先
駆
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
ア
ン
リ
・
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
（H

en
ry 

van
 d

e V
eld

e, 1863–1957

）
は
、
エ
ッ
ク
マ
ン
の
色
彩
感
覚
と
産
業
家

た
ち
と
の
協
働
は
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
彼
を
﹁
私
の
根
本
的
敵
対
者
」

と
呼
び
、
そ
の
情
緒
的
作
風
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
純
粋
さ
を
欠
く
線
と
構
成

を
厳
し
く
批
判
し
た
。（
19
）

　

一
方
、
後
者
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
プ
リ
ス
ト

（H
erm

an
n

 O
b

rist, 1862–1927

）
の
作
品
に
お
い
て
も
、﹁
自
然
研

図13	 オットー・エックマン
	 《タイポグラフィー・装丁『モム・ニッセン宛て書

簡集』》1899年、ハンブルク工芸博物館蔵

図12　オットー・エックマン
《五羽の白鳥》1897年、
ウール、ハンブルク
工芸博物館蔵
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究
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
エ
ッ
ク
マ
ン
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か

し
植
物
学
を
学
ん
だ
オ
ブ
リ
ス
ト
が
注
視
し
た
の
は
、
自
然
の
外
面
的

な
形
で
は
な
く
、
そ
こ
に
内
在
す
る
生
長
の
力
で
あ
っ
た
。（
20
）

エ
ル
ン

ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
や
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ベ
ル
シ
ェ
（W

ilh
elm

 B
ö

lsch
e, 

1861–1939
）
ら
の
著
書
に
感
銘
を
受
け
た
彼
が
目
指
し
た
の
は
、
自
然

の
フ
ォ
ル
ム
の
様
式
化
で
は
な
く
、
自
然
の
内
的
生
命
の
表
現
で
あ
っ
た
。

一
八
九
五
年
に
彼
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
開
催
し
た
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た

三
五
点
の
刺
繍
作
品
、
中
で
も
︽
壁
掛
け
﹁
シ
ク
ラ
メ
ン
」︾（
図
14
）
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、茎
や
枝
の
う
ね
る
よ
う
な
線
は﹁Peitsch

en
h

ieb

（
鞭

の
お
と
）」
と
呼
ば
れ
一
世
を
風
靡
し
た
。
し
か
し
フ
ォ
ル
ム
を
象
ら
な

い
こ
の
よ
う
な
自
立
し
た
線
に
よ
る
造
形
は
、
彼
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
噴
水

を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
（
図
15
）、
装
飾
的
図
像
を
超
え
て
表
現
主
義

か
ら
、
さ
ら
に
は
表
現
の
抽
象
化
へ
と
い
た
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
方
向

性
は
、ま
さ
に
近
代
的
な
（m

o
d

ern
e

）
芸
術
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
当
時
の
応
用
芸
術
の
分
野
に
お
い
て
、新
た
な
﹁
自
然
主
義
」

図14	 ヘルマン・オプリスト《壁掛け「シクラメン」》
	 1895年頃、ウール・絹、ミュンヘン市立博物館蔵

図15　ヘルマン・オプリスト
	 《ある庭園ないし邸宅の中庭のための三角形の噴水》

1901年頃
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を
求
め
て
は
い
て
も
、
伝
統
と
の
断
絶
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

人
々
は
、
オ
プ
リ
ス
ト
の
自
然
ひ
い
て
は
植
物
研
究
が
、
そ
れ
自
体
の
形

つ
ま
り
は
全
体
性
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
い
る
点
を
批
判
し
、
応
用
芸
術
に

お
け
る
造
形
の
抽
象
化
へ
い
た
る
道
を
危
険
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
21
）

４
．
展
覧
会
「
植
物
と
そ
の
装
飾
へ
の
活
用
」
と

　
　

ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
批
判

　
﹁
美
術
史
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
若
返
り
は
、
自

然
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
装
飾
は
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
大
半
を
植
物

界
に
由
来
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
発
展
は
、
自
然
と
の
新
た
な
取
り

組
み
や
、
自
然
の
フ
ォ
ル
ム
や
有
機
体
を
自
立
し
て
研
究
す
る
こ
と
で
も

た
ら
さ
れ
て
き
た
」。（
22
）

現
在
は
﹁
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ン
（m

o
d

ern
e

）
な

線
や
、
目
的
だ
け
を
強
調
す
る
よ
う
な
新
種
の
抽
象
的
な
装
飾
が
支
配

的
に
な
り
、
自
然
の
植
物
の
フ
ォ
ル
ム
の
研
究
に
対
す
る
関
心
が
薄
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
」。（
23
）

そ
の
こ
と
が
、
一
九
〇
三
年
に
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
工
芸
博
物
館
で
﹁
植
物
と
そ
の
装
飾
へ
の
活
用
」
展
を
開
催
し
た

動
機
だ
っ
た
、
と
館
長
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
グ
ラ
ウ
ル
（R

ich
ard

 G
rau

l, 

1862–1944

）
は
展
覧
会
の
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
図
録
の
中
で
述
べ
て
い

る
。
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
が
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博
で
最
高
潮

を
迎
え
た
後
の
応
用
芸
術
の
状
況
を
無
秩
序
だ
と
考
え
て
い
た
グ
ラ
ウ
ル

は
、
現
状
の
打
開
の
た
め
に
再
度
﹁
自
然
」
に
立
ち
返
り
、﹁
自
然
」
と

新
た
な
方
法
で
取
り
組
む
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
の
方
法
が
す
な
わ
ち
、

と
り
わ
け
教
育
現
場
に
お
け
る
﹁
自
然
研
究
」
と
し
て
の
﹁
デ
ッ
サ
ン
授

業
（Z

eich
en

u
n

terrich
t

）」
で
あ
る
。

　
﹁
自
然
を
素
材
と
し
た
デ
ッ
サ
ン
授
業
」
と
い
う
考
え
自
体
は
、
す
で

に
ム
テ
ジ
ウ
ス
が
一
八
九
八
年
の
論
考
の
中
で
（
24
）、﹁
す
べ
て
の
徒
弟

は
、
形
態
の
重
要
性
を
現
実
の
モ
デ
ル
か
ら
学
ぶ
の
で
あ
り
、
こ
の
授
業

は
あ
ら
ゆ
る
製
作
分
野
の
学
生
に
適
用
さ
れ
る
」
と
し
て
導
入
を
勧
め
て

お
り
、
各
地
の
工
芸
学
校
で
も
暫
時
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
展
覧

会
で
は
、
そ
の
成
果
を
示
す
こ
と
で
、
こ
の
先
進
的
な
造
形
教
育
の
推
進

を
図
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

　

こ
の
展
覧
会
で
は
、
ま
ず
自
然
を
忠
実
に
写
生
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自

然
の
法
則
を
認
識
し
た
上
で
、
素
材
を
単
純
化
・
再
構
成
す
る
と
い
う

﹁
デ
ッ
サ
ン
授
業
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
（
図
16
）、 

そ
れ

は
ム
テ
ジ
ウ
ス
が
す
で
に
一
九
〇
〇
年
の
論
考
﹁
デ
ッ
サ
ン
授
業
と
様
式

学
」
で
言
及
し
た
も
の
で
も
あ
る
。（
25
）

さ
ら
に
両
者
に
共
通
し
て
い
る

考
え
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
自
然
の
モ
デ
ル
の
忠
実
な
コ
ピ
ー
か
ら
分
析

的
研
究
へ
と
進
む
が
、
そ
れ
は
芸
術
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
科

学
的
・
心
理
学
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
た
点
で
あ
る
。
そ

の
点
に
お
い
て
、
日
本
の
芸
術
家
の
自
然
と
の
取
り
組
み
は
な
お
も
参
考

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
伊
藤
若
冲
の
多
色
木
版
画
な
ど
が
、

﹁
自
然
研
究
」
の
一
例
と
し
て
展
示
作
品
に
加
え
ら
れ
て
い
た
。（
26
）

　
﹁
自
然
研
究
」
の
応
用
芸
術
へ
の
新
た
な
展
開
と
し
て
、
グ
ラ
ウ
ル
は

平
面
作
品
の
み
な
ら
ず
立
体
作
品
の
試
作
を
重
視
し
て
い
た
が
、
展
覧
会

図
録
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
グ
ラ
ウ
ル
が
推
奨
し
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た
植
物
・
自
然
表
現
は
あ
く
ま
で
も
具
象
性
を
備
え
、
オ
ル
プ
リ
ヒ
の

作
品
の
よ
う
に
抽
象
へ
の
志
向
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
排
除
さ
れ
て
い

た
（
図
17
、
18
）。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、﹁
デ
ッ
サ
ン
授
業
」
で
取
り

組
む
べ
き
自
然
は
、
異
国
や
顕
微
鏡
の
世
界
の
自
然
で
は
な
く
﹁
身
近
な

自
然
」
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
図
録
の
中
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
﹁
身
近
な
自
然
」
の
巧
み
な
様
式
化
と
い
う
コ
ン
テ
ク

ス
ト
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
マ
ン
の
作
品
を
評
価
す
る
基

盤
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
歴
史
主
義
を
克
服
す
る
た
め

に
十
九
世
紀
半
ば
以
降
希
求
さ
れ
て
き
た
﹁
新
た
な
︿
自
然
主
義
﹀」
が
、

言
い
換
え
れ
ば
﹁
新
た
な
︿
ド
イ
ツ
文
化
﹀」
な
い
し
﹁
新
た
な
︿
ド
イ

ツ
性
﹀」
の
希
求
と
一
体
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
、我
々
に
教
え
て
く
れ
る
。

お
わ
り
に

　

当
時
プ
ロ
イ
セ
ン
産
業
局
で
工
芸
学
校
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
た

ム
テ
ジ
ウ
ス
の
尽
力
に
よ
り
、
一
九
〇
四
年
十
二
月
十
五
日
に
商
務

省
令
﹁
教
育
工
房
の
設
置
に
関
す
る
告
示
（Erlaß

 ü
b

er Ein
rich

tu
n

g 

d
es Leh

rw
erkstätten

）」
が
、
一
九
〇
七
年
一
月
二
八
日
に
商
務
省
令

﹁
実
業
補
習
学
校
に
お
け
る
デ
ッ
サ
ン
授
業
導
入
の
原
則
（G

ru
n

d
sätze 

fü
r d

ie E
rteilu

n
g

 d
es Z

eich
en

u
n

terrich
ts in

 gew
erb

lich
en

 

Fo
rtb

ild
u

n
gssch

u
len

）」
が
発
行
さ
れ
た
。（
27
）

前
者
は
、
工
芸
学
校

の
履
修
課
程
に
﹁
工
房
（W

erkstätte

）」
を
設
置
し
、
造
形
教
育
と
連
動

し
た
実
践
的
な
技
術
教
育
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
後
者
は
、
工

図16　リヒャルト・グラウル『植物とその装飾への活用』から
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芸
学
校
の
造
形
教
育
の
基
礎
に
自
然
を
素
材
に
し
た
﹁
デ
ッ
サ
ン
授
業
」

を
導
入
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。﹁
即
物
的
、
経
済
的
、

実
用
的
」
な
デ
ザ
イ
ン
創
造
を
目
指
し
て
制
定
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
省
令

は
、
す
で
に
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
工
芸
・
手
工
業
学
校
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の

官
立
工
芸
学
校
に
試
験
的
に
導
入
さ
れ
て
い
た
、
応
用
芸
術
教
育
に
お
け

る
造
形
教
育
と
技
術
教
育
の
二
部
構
成
と
そ
れ
を
支
え
る
基
礎
教
育
と
い

う
構
造
を
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
民
間
に
も
先
例
と
し
て
、
オ

図18	 リヒャルト・グラウル
	 『植物とその装飾への活用』から

図17	 リヒャルト・グラウル『植物とその装飾への活用』から
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プ
リ
ス
ト
が
設
立
に
関
わ
っ
た
﹁
応
用
芸
術
と
自
由
芸
術
の
た
め
の
教

育
・
実
験
工
房
（D

as Leh
r– u

n
d

 V
ersu

ch
s–A

telier fü
r an

gew
an

d
-

te u
n

d
 freie K

u
n

st

）［
通
称
：
デ
プ
シ
ッ
ツ
学
校
（D

eb
sch

itz–Sch
u

le, 

1902–1914

）］」
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
存
在
し
た
。（
28
）

美
術
教
育
と
応
用

芸
術
教
育
を
統
合
す
る
と
い
う
実
験
的
な
場
で
も
あ
っ
た
こ
の
学
校
で
の

デ
ッ
サ
ン
授
業
は
、
自
然
の
形
や
動
き
に
内
在
す
る
構
成
原
理
を
把
握
し
、

そ
れ
を
表
現
に
移
し
か
え
る
こ
と
に
重
き
が
お
か
れ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に

ヨ
ハ
ネ
ス
・
イ
ッ
テ
ン
か
ら
モ
ホ
イ
＝
ナ
ジ
に
引
き
継
が
れ
た
バ
ウ
ハ
ウ

ス
に
お
け
る
予
備
課
程
の
造
形
教
育
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
省
令
で
体
系
化
さ
れ
た
応
用
芸
術
教
育
に
お
け
る
改
革
は
、
確
実
に

の
ち
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
礎
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
教
育
改
革
に
よ
っ
て
、﹁
自
然
研
究
」
は
、
十
九
世
紀

的
な
﹁V

o
rb

ild
er

（
手
本
）」
や
﹁V

o
rlage

（
見
本
）」
を
参
照
す
る
こ

と
か
ら
脱
却
し
、
そ
れ
に
伴
い
、
そ
の
教
育
を
担
う
人
物
も
、
バ
ウ
ハ
ウ

ス
を
例
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
歴
史
家
や
芸
術
学
者
か
ら
現
役
の
芸
術
家

や
芸
術
教
育
を
受
け
た
人
物
へ
と
変
化
し
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
第
一
次

世
界
大
戦
に
お
け
る
敗
戦
は
、
応
用
芸
術
に
お
け
る
作
品
創
造
を
、﹁
自

然
研
究
」
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
﹁
新
た
な
︿
自
然
主
義
﹀」
と
表
裏
一

体
で
あ
っ
た
﹁
新
た
な
︿
ド
イ
ツ
性
﹀」
や
﹁
新
た
な
︿
ド
イ
ツ
文
化
﹀」

と
い
う
く
び
き
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
な
る
。
十
九
世
紀
の
芸
術
動
向
を

背
景
に
誕
生
し
て
か
ら
一
〇
年
後
の
二
十
世
紀
初
頭
に
は
早
く
も
批
判
に

さ
ら
さ
れ
た
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
が
真
に
終
焉
を
迎
え
た
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
時
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
応
用
芸
術
に
お
け
る
伝
統
的
な

﹁
植
物
表
現
」
の
、
ひ
い
て
は
歴
史
的
な
意
味
に
お
け
る
﹁
装
飾
」
そ
れ

自
体
の
終
わ
り
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
証
明
す

る
か
の
よ
う
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
戦
翌
年
の
一
九
一
九
年
に
設
立
さ

れ
た
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
の
殿
堂
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
初
参
加
し
、
そ
の
名
が
一

般
に
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
展
覧
会
、
一
九
二
四
年
に
ド
イ
ツ
工

作
連
盟
が
主
宰
し
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
を
皮
切
り
に
各
地
を
巡
回
し

た
展
覧
会
が
そ
の
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
言
葉
が
、ま
さ
に﹁
装
飾
の
な
い
フ
ォ

ル
ム
（D

ie Fo
rm

 o
h

n
e O

rn
am

en
t

）」
で
あ
っ
た
。（
29
）

註（１
）  

G
eo

rg H
irth

. W
ege zu
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n

ch
n

er 
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（
２
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M
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o

n
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 (1885–1900), A
rth

u
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D
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esellsch
a
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d
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（
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）  

V
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gen
d

stil

（
二
〇
一
二

年
十
一
月
二
七
日
閲
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）

（
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H
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u
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r u
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a
u

k
u

n
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M
ü

h
lh
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u
h

r, 2. A
u

fl
., 1903, S. 50f. 

（
５
）  

こ
の
章
の
議
論
は
次
の
書
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。B

arb
ara 

M
u

n
d

t. H
isto

rism
u

s, K
u

n
sth

a
n

d
w
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 u

n
d
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d
u
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Z
eita
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u
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n
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H
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e
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M
ü

n
ch

en
, 1955, S. 557.

（
７
）  

G
. M

o
eller. ” D

ie p
reu

ß
isch

en
 K

u
n

stgew
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esch
u

len
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E
. M
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u

n
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o
litik

 u
n
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im

 K
a
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d
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n
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W
irtsch

a
ftsgesch

ich
te, G

eb
r. M

an
n

, B
erlin

, 1982, S. 116.

（
８
）  

ベ
ル
リ
ン
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
工
芸
博
物
館
設
立
の

背
景
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。
池
田
祐
子
﹁
ド

イ
ツ
の
工
芸
博
物
館
に
つ
い
て
：
そ
の
設
立
と
展
開
︱
ベ
ル
リ
ン
を

中
心
に
︱
」
デ
ザ
イ
ン
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
﹃
近
代
工
芸
運
動
と
デ
ザ

イ
ン
史
﹄
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
三
︱
一
四
六
頁
。

（
９
）  

Ju
liu

s Lessin
g. U

n
serer V

ä
ter W

erke, V
o
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d
ru
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ien

en
, B
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, 1889, S. 26.

（
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）  
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rin

c
k

m
a

n
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E

in
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e
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u
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e
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a
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h
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u
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s
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e
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e
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e
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F
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a
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h
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u
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G
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p
h
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o
m

m
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 G
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a
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 A
a
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u

, 
B

d
. 5, Em

il W
irz,  A

arau
, 1892, S. 17.

（
11
）  

Ib
id

., S. 18–20.

（
12
）  

浮
世
絵
も
ま
ず
は
、美
術
品
と
し
て
で
は
な
く
、こ
の﹁V

o
rb

ild
er

」

な
い
し
﹁V
o

rlage

」
と
し
て
収
集
さ
れ
た
。
ま
た
著
名
絵
師
に
よ
る

﹃
花
鳥
画
譜
﹄
の
よ
う
な
各
種
絵
手
本
や
、
着
物
や
蒔
絵
、
は
て
は

欄
間
装
飾
や
生
け
花
な
ど
の
各
種
雛
形
本
も
数
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い

る
。

（
13
）  

こ
こ
で
の
議
論
は
次
の
論
考
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
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Ern
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