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（
Ⅰ
）
西
洋
の
薔
薇

﹇
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
﹈

　

バ
ラ
は
西
洋
で
は
花
の
中
の
花
で
あ
り
、
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
花
で
あ

る
。
栽
培
の
歴
史
は
古
く
、
ペ
ル
シ
ア
で
は
紀
元
前
十
二
世
紀
ご
ろ
す
で
に
バ
ラ

を
祭
祀
や
香
料
、
薬
と
し
て
利
用
し
て
い
た（

2
）。

ギ
リ
シ
ア
で
も
紀
元
前
の
相
当
に

古
い
昔
か
ら
薬
用
、
香
料
用
、
観
賞
用
に
栽
培
し
て
い
た（

3
）。

そ
れ
を
裏
付
け
る
最

も
古
い
例
と
し
て
よ
く
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
、
ミ
ノ
ア
（M

inoan

）
王
朝
時
代
、

ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮
殿
の
「
青
い
鳥
の
壁
画
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
バ
ラ
と
思
わ
れ
る
花

が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
ク
レ
タ
島
で
は
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
三
六
年
に
か
け

て
、
ア
ー
サ
ー
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
（A

rthur E
vans

）
に
よ
っ
て
ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮
殿

の
発
掘
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
に
発
見
さ
れ
た
フ
レ
ス
コ
画
の
壁
画
の
中
に
、
一

羽
の
青
い
鳥
と
と
も
に
、
バ
ラ
と
思
わ
れ
る
花
が
二
株
描
か
れ
た
も
の
が
あ
っ

た
（
図
A
参
照
）。
こ
の
花
は
真
紅
の
斑
点
が
あ
る
、
黄
金
色
の
花
で
、
花
弁
が

六
枚
あ
り
、
葉
も
三
枚
の
小
葉
か
ら
な
っ
て
い
る
。
花
は
、
地
面
に
直
立
し
た
株

と
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
ツ
ル
を
垂
れ
下
げ
て
い
る
株
の
二
種
類
が
あ
る
。
ど
ち
ら

　

薔
薇
の
文
化
史
（
そ
の
一
）
―
―
「
花
の
中
の
花
」

（
1
）

＊
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バ
ラ
は
栽
培
の
歴
史
も
古
く
、
特
に
西
洋
で
は
「
花
の
中
の
花
」
と
し
て
古
く
か
ら

特
別
に
愛
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
の
目
的
は
バ
ラ
の
栽
培
、
そ
の
利
用
、
鑑
賞
な
ど
、
バ

ラ
を
め
ぐ
る
文
化
を
歴
史
的
に
た
ど
る
こ
と
に
あ
る
。
バ
ラ
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時

代
に
は
主
に
薬
用
、
香
料
と
し
て
利
用
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
も
と
で
は
神
秘
的
な
表

象
と
し
て
使
わ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
ば
ら
戦
争
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
バ
ラ
が

国
家
の
紋
章
と
し
て
も
使
わ
れ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
R
・
バ
ー
ン
ズ
な
ど
の
詩
に
も

歌
わ
れ
、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

野
生
種
を
含
め
、
バ
ラ
の
品
種
は
多
い
が
、
古
代
か
ら
十
九
世
紀
の
始
め
に
か
け
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
バ
ラ
は
、
わ
ず
か
五
系
統
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
十
八

世
紀
に
四
季
咲
き
の
中
国
バ
ラ
が
伝
来
し
た
こ
と
に
よ
り
、
バ
ラ
の
栽
培
は
飛
躍
的
に

発
展
し
、
バ
ラ
の
品
種
も
爆
発
的
に
増
え
た
。

　

本
稿
で
は
バ
ラ
の
文
化
史
（
そ
の
一
）
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
を

中
心
に
、
バ
ラ
革
命
ま
で
を
扱
う
。
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ラ
の
交
流
、
日
本
の
バ

ラ
に
つ
い
て
は
次
回
に
と
り
あ
げ
る
予
定
で
あ
る
。
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に
も
円
筒
形
の
蕾

が
あ
っ
て
、
バ
ラ

に
見
え
な
く
も
な

い
が
、
ほ
ん
と
う

に
バ
ラ
か
ど
う
か

は
疑
わ
し
い（

4
）。

こ

れ
を
め
ぐ
っ
て
は

諸
説
論
議
が
あ
る

よ
う
で
、
こ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
花

が
バ
ラ
と
断
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か

し
、
も
し
こ
れ
が

バ
ラ
の
花
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
古
の
バ
ラ
の
絵
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
紀
元
前

一
七
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
バ
ラ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
（
あ
る
い
は
自
生
し
て
い
た
）

証
拠
に
な
る
。

　

バ
ラ
に
つ
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
た
ち
が
歌
っ
て
い
る
の
が
、
む
し

ろ
、
確
か
な
証
拠
で
あ
る
。
紀
元
前
九
世
紀
か
ら
八
世
紀
頃
の
詩
人
ホ
メ
ロ
ス

（H
om

er

）
は
『
イ
リ
ア
ス
（T

he Iliad

）』
の
二
三
巻
一
八
五
〜
七
行
の
と
こ
ろ

で
バ
ラ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
バ
ラ
の
花
を
歌
っ
た
の
で
は

な
く
、
ア
キ
レ
ウ
ス
が
親
友
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
の
火
葬
の
準
備
を
入
念
に
整
え
る
一

方
、仇
で
あ
る
ヘ
ク
ト
ル
の
遺
体
は
放
置
し
た
ま
ま
で
あ
る
の
を
女
神
が
哀
れ
み
、

「
バ
ラ
の
香
油
」
を
塗
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

・
・
・Z

eus ’s daughter

A
phrodite kept them

 from
 his body

night and day, anointing it w
ith oil

am
brosial, rose-fragrant, not to let

rough dragging by A
chilles rip the skin

・
・
・

（T
he Iliad, B

ook xxiii, 185-7 （
5
））

ゼ
ウ
ス
の
御
娘
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
が
、
昼
と
な
く
、
ま
た
夜
と
な
く
、

犬
ど
も
の
近
寄
ら
な
い
よ
う
に
し
、
薔
薇
の
薫
り
の
、
神
々
し
い

香
油
を
塗
っ
て
、
引
き
摺
り
廻
さ
れ
、
さ
ん
ざ
ん
傷
が
つ
く
の
を
防
い
だ
。

（『
イ
リ
ア
ス
』
二
三
巻185-7

行
目
、
呉
茂
一
訳（

6
））

「
薔
薇
の
薫
り
の
神
々
し
い
香
油
」
で
は
「
バ
ラ
の
花
」
を
歌
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、こ
の
偉
大
な
叙
事
詩
に
は
樹
木
や
果
樹
は
た
く
さ
ん
出
て
く
る
が
、

バ
ラ
に
限
ら
ず
観
賞
用
の
花
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
同

じ
ホ
メ
ロ
ス
の
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
（T

he O
dyssey

）』
で
も
同
じ
で
、
夜
が
明

け
る
た
び
に
「
薔
薇
色
の
指
（rose-red fi ngers （

7
））

の
暁
の
女
神
」
が
登
場
す
る
が
、

バ
ラ
の
花
そ
の
も
の
の
記
述
は
な
い
。
オ
リ
ー
ヴ
、蔦
、ブ
ド
ウ
、イ
チ
ジ
ク
、梨
、

林
檎
と
い
う
果
樹
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ホ
メ
ロ
ス
は
樹
木
や
草

301

図A：クノッソス宮殿の青い鳥のあるフレスコ画
　　　大場秀章『バラの誕生』（中公新書）より。
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花
の
装
飾
的
な
美
し
さ
に
つ
い
て
は
歌
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
で
、
バ
ラ
の
花
を
詩
に
し
た
の
は
、
女
性
詩
人
サ
ッ
フ
ォ

ー
（Sappho, B

C610?-580?

）
や
紀
元
前
六
世
紀
の
抒
情
詩
人
ア
ナ
ク
レ
オ
ン

（A
nacreon, c.582-485B

C

）
で
あ
る
。
サ
ッ
フ
ォ
ー
は
紀
元
前
七
世
紀
ご
ろ
、
エ

ー
ゲ
海
の
レ
ス
ボ
ス
島
に
住
ん
で
い
た
。
サ
ッ
フ
ォ
ー
は
林
檎
の
茂
み
に
泉
が
わ

き
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
バ
ラ
が
木
陰
を
作
っ
て
い
る
涼
し
げ
な
庭
の
こ
と
を
歌
っ

て
い
る
。

T
herein cold w

ater babbles through apple-branches,

A
nd the w

hole place is shadow
ed by roses, 

A
nd from

 the shim
m

ering leaves the sleep of enchantm
ent com

es 

dow
n: （

8
）

林
檎
の
枝
の
間
に
冷
た
い
水
が
湧
き
出
で
／
あ
た
り
一
面
、
薔
薇
が
木
陰
を

な
す
／
木
漏
れ
日
の
間
か
ら
心
と
ろ
け
る
眠
り
が
降
り
注
ぐ
・
・
・

　

ア
ナ
ク
レ
オ
ン
は
イ
オ
ニ
ア
の
詩
人
で
、
生
き
る
喜
び
、
恋
愛
、
女
性
、
酒
、

バ
ラ
を
讃
え
、
ブ
ド
ウ
の
種
子
が
喉
に
詰
ま
っ
て
八
十
五
歳
で
死
ん
だ
が
、
最
後

ま
で
人
生
を
楽
し
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る（

9
）。

彼
の
薔
薇
賛
歌
は
有
名
で
あ
る
。

　

花
摘
み
て
、
手
に
取
れ
ば
や
さ
し
、
身
体
に
押
し
あ
て
れ
ば
匂
い
も
や
さ

し
。
宴
会
や
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
の
祭
り
に
薔
薇
な
く
て
い
か
に
せ
む
。
薔
薇
色

の
指
の
夜
明
け
、
薔
薇
色
の
腕
の
ニ
ン
フ
、
薔
薇
色
に
頰
染
め
る
ア
フ
ロ
デ

ィ
ー
テ
ー
と
詩
人
は
呼
び
か
け
る
。
詩
心
の
無
き
に
も
薔
薇
は
嬉
し
。
病
人

を
癒
し
、（
花
輪
に
な
っ
て
）
死
人
を
守
り
、
時
を
寄
せ
付
け
ず
。
優
雅
な

る
老
い
の
日
に
薔
薇
は
青
春
の
香
り
を
保
つ

「
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
風
55（10
）」

　

同
じ
詩
に
バ
ラ
の
由
来
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ア
フ
ロ
デ
ィ

ー
テ
ー
が
泡
立
つ
海
か
ら
誕
生
し
た
時
に
、
ゼ
ウ
ス
の
頭
か
ら
は
戦
い
の
女
神
ア

テ
ナ
が
現
れ
、
大
地
か
ら
は
バ
ラ
の
花
咲
く
若
枝
が
飛
び
出
し
た
、
こ
と
に
な
っ

て
い
る（
11
）。

バ
ラ
は
、
つ
ま
り
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
（
英
語
名
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
の

誕
生
の
副
産
物
と
し
て
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

バ
ラ
が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
花
で
あ
る
と
い
う
俗
説
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
。
た

と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
画
家
ボ
ッ
チ
チ
ェ
リ
（Sandro 

B
ottichelli, 1445-1510

）
が
描
い
た
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
」
に
は
、
画
面
に
白

い
バ
ラ
が
散
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
バ
ラ
と
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
結
び
つ
き
が
、
十
五
世

紀
に
は
、
既
に
固
定
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
の
バ
ラ
賛
歌
は
実
際
に
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
が
書

い
た
の
で
は
な
く
、
紀
元
前
六
〇
〇
年
か
ら
紀
元
一
〇
〇
年
の
間
に
、
ギ
リ
シ

ア
の
詩
人
た
ち
が
「
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
風
」
に
模
し
て
書
い
た
詩
の
一
つ
で
あ
る
。

酒
と
女
性
と
バ
ラ
を
愛
で
る
「
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
風
の
詩
（A

nacreontea

）」
は
後

世
の
文
学
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。「
夏
の
名
残
の
バ
ラ
（‘L

ast R
ose of 

Sum
m

er ’

）」で
有
名
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
民
詩
人
ト
ー
マ
ス
・
ム
ー
ア（T

hom
as 

300
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M
oore, 1779-1852

）
も
そ
の
ひ
と
り
で
、「
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
の
オ
ー
ド
」
を
英
訳

し
て
、「
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
・
ム
ー
ア
」
と
呼
ば
れ
た
。
前
述
の
バ
ラ
の
賛
歌
も
ム

ー
ア
の
英
訳
で
親
し
ま
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。（「
夏
の
名
残
の
バ
ラ
」
は
日
本

で
は
「
庭
の
千
草
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
バ
ラ
を
歌
っ
た
詩
で

あ
る
）

　

ア
ナ
ク
レ
オ
ン
と
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
風
の
詩
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
古
く
か
ら
知
ら

れ
て
お
り
、
ム
ー
ア
の
前
に
は
、
清
教
徒
革
命
の
頃
の
王
党
派
の
詩
人
で
随
筆
家

の
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
ウ
リ
ー
（A

braham
 C

ow
ley, 1618-67

）
や
、
同
時
代
の

ト
ー
マ
ス
・
ス
タ
ン
リ
ー
（T

hom
as Stanley, 1625-78

）
も
英
訳
し
て
い
る
。
最

近
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
古
い
文
献
が
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
異
な
る
英
訳
を
容
易

に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る（
12
）。

快
楽
的
な
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
の
詩
は
、
禁
欲
と
節
制

を
尊
ぶ
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
ラ
ル
と
は
相
容
れ
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス

の
若
者
に
と
っ
て
、
そ
う
縁
遠
い
世
界
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
は
学
問
と
し
て

ま
ず
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
古
典
を
学
ん
だ
と
い
う
下
地
が
あ
っ
た
。
わ
が
国
で

学
問
と
言
え
ば
ま
ず
漢
文
を
学
び
、中
国
の
書
物
を
読
ん
だ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
の
習
得
が
、
中
世
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
男
子
教
育
の

中
核
を
な
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
文グ
ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル

法
学
校
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
、
大
学
を
通
じ
て
、
男
子
の
教
育
は
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ

テ
ン
語
の
文
法
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
の
古
典
を
読
む

こ
と
に
終
わ
っ
た
。
学
問
と
は
即
ち
、
ホ
メ
ロ
ス
や
プ
ル
タ
ル
コ
ス
、
ヘ
ロ
ド
ト

ス
や
ツ
キ
ジ
デ
ス
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
状
況
は
ロ
ー
マ
時
代
に
始

ま
っ
た
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
衰
退
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
人
々
を
精
神
的
に
支
配
す

る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
は
教
会
の
公
用
語
と
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
は
教
会
の
権
威
を
保
つ
た
め
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

に
お
い
て
は
二
〇
世
紀
の
初
頭
ま
で
公
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
宗
教
改
革

が
、
聖
書
を
自
国
の
言
葉
で
読
み
た
い
と
い
う
願
望
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
「
古
典
」
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
は
対
照

的
な
、多
神
教
の
文
化
が
息
づ
い
て
い
た
が
、そ
れ
は
「
古
典
」「
教
会
の
公
用
語
」

「
学
術
共
通
語
」
と
い
う
大
義
名
分
の
下
に
不
問
に
付
さ
れ
、
こ
う
し
て
二
つ
の

対
照
的
な
価
値
観
が
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
は
中
世
以
来
近
代

に
至
る
ま
で
、
知
識
人
た
ち
の
共
通
語
で
あ
り
、
学
術
語
だ
っ
た
が
、
近
世
以
後

も
二
十
世
紀
に
至
る
ま
で
、
基
本
的
に
そ
の
姿
勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
古
典
を
学
ん
だ
の
は
男
子
だ
け
の
話
で
、
女
性
に
は
ラ
テ
ン
語
も

古
典
も
学
ぶ
機
会
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た（
13
）。

　

こ
の
よ
う
な
古
典
の
知
識
は
知
識
階
級
の
教
養
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
広

く
浸
透
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
古
典
絵
画
や
芸
術
、
建
築
な
ど
を
通
し
て
、
間

接
的
に
、
女
性
や
教
育
を
受
け
る
経
済
的
余
裕
の
な
い
農
民
や
貧
し
い
労
働
者
た

ち
に
も
伝
わ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ

れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
大
き
な
権
威
の
も
と
に
縛
ら
れ
て

い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
価
値
観
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
で
、
抜
け
道
や
広
が

り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
効
用
は
無
視
で
き
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
ラ

ル
に
照
ら
し
て
は
、
お
よ
そ
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
も
、「
神
話
」
や
「
古
典
」

で
あ
れ
ば
許
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一
般
人
の
裸
体
画
を
描
く
な
ど
お
よ
そ
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
時
代
に
も
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
女
神
で
あ
れ
ば
、
裸
体
画
を
描
く
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こ
と
が
で
き
た
。
禁
欲
・
節
制
を
求
め
る
窮
屈
な
社
会
に
あ
っ
て
も
、
教
育
を
受

け
学
校
に
行
く
余
裕
に
恵
ま
れ
た
男
性
た
ち
は
、
そ
れ
と
は
違
う
世
界
の
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
教
会
が
学
校
の
経
営
に
関
わ
っ
て
い
た

例
は
多
い
か
ら
、
そ
う
し
た
教
育
の
現
場
で
、
酒
、
恋
愛
、
快
楽
を
歌
っ
た
ア
ナ

ク
レ
オ
ン
の
詩
が
教
室
で
直
接
、
教
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、

古
典
の
素
養
を
持
っ
た
男
性
た
ち
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
で
、
あ
る
い
は
、

カ
ウ
リ
ー
や
ム
ー
ア
の
英
訳
を
通
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
の
詩
人
の
世
界
に

親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

﹇
有
用
植
物
（
薬
草
）
と
し
て
の
バ
ラ
﹈

　

サ
ッ
フ
ォ
ー
や
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
な
ど
の
抒
情
詩
人
の
例
は
あ
っ
て
も
、
ギ
リ
シ

ア
、
ロ
ー
マ
で
は
バ
ラ
は
鑑
賞
用
と
い
う
よ
り
も
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
有
用
な

植
物
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristotle, B
C384-322

）
は
植

物
の
構
成
、
色
、
実
、
性
質
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、「
ザ
ク
ロ
の
実

や
バ
ラ
の
花
弁
は
、
始
め
は
白
で
あ
る
が
、
最
後
に
は
そ
の
う
ち
に
あ
る
汁
が
そ

の
成
熟
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
色
が
変
わ
り
再
び
紫
色
と
な
り
深
紅
と

な
る
」（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
小
品
集（
14
）』）

と
言
っ
て
い
る
。
バ
ラ
に
つ
い
て
は

そ
れ
だ
け
で
、
バ
ラ
の
花
が
美
し
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

哲
学
者
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
バ
ラ
に
も
花
の
美
し
さ
に
も
関
心
を
示
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
弟
子
で
哲
学
者
の
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス

（T
heophrastus, c.372-287B

C

）
は
『
植
物
誌
（E

nquiry into P
lants

）』
で
植
物

の
種
子
や
花
の
色
や
繁
殖
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、
低
木
の
と
こ
ろ
（
第
六
巻
）

で
バ
ラ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
バ
ラ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
の
あ
る
こ
と
を
述

べ
た
後
で
、
こ
う
続
け
て
い
る
。

　

大
部
分
は
花
弁
が
五
枚
だ
が
、
十
二
枚
か
二
十
枚
も
あ
る
も
の
も
あ
り
、

も
っ
と
多
く
あ
る
も
の
も
あ
る
。「
百
弁
バ
ラ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
さ

え
あ
る
と
い
う
話
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
バ
ラ
は
ほ
と
ん
ど
が
フ
ィ
リ
ッ
ポ

イ
（
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
町
）
の
近
く
で
育
つ
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
地
の
人
々

は
バ
ラ
が
た
く
さ
ん
あ
る
パ
ン
ガ
エ
ウ
ス
（Pangaeus

）
山
で
そ
の
バ
ラ
を

手
に
入
れ
て
、
植
え
て
い
る
か
ら
だ
・
・
・
・
一
般
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
色
も
香
り
も
場
所
次
第
で
あ
る
・
・
・
あ
ら
ゆ
る
バ
ラ
の
中
で
最
も

よ
い
匂
い
の
バ
ラ
は
キ
ュ
レ
ネ（
ア
フ
リ
カ
北
岸
の
ギ
リ
シ
ア
の
植
民
都
市
）

の
バ
ラ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
地
の
バ
ラ
か
ら
作
ら
れ
る
香
水
は
最
も

香
り
が
よ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（B

ook V
I, vi,3 （

15
））

・
・
・
そ
の
国
（
エ
ジ
プ
ト
）
で
は
、
バ
ラ
や
ニ
オ
イ
ア
ラ
セ
イ
ト
ウ
、
そ

の
他
の
花
は
、
わ
が
国
の
も
の
よ
り
二
ヶ
月
も
早
く
咲
き
、
し
か
も
、
わ
が

国
の
花
よ
り
長
期
間
も
つ
。
少
な
く
と
も
短
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

（B
ook V

I, viii,5 （
16
））

　

ロ
ー
マ
人
の
プ
リ
ニ
ウ
ス
（G

aius Plinius Secundus, Pliny the elder, A
D

 23-

79 

）
は
、『
博
物
誌
（N

atural H
istory

）』
で
、
ギ
リ
シ
ア
人
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス

の
説
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
、さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
『
博
物
誌
』
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の
中
で
、
植
物
を
扱
っ
た
第
一
二

巻
か
ら
第
二
七
巻
に
お
い
て
、
野

菜
の
薬
効
、
草
本
類
の
薬
効
、
栽

培
樹
の
薬
効
、
野
生
森
林
樹
の
薬

効
、
野
草
の
薬
効
、
さ
ら
に
薬
草

に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
バ
ラ
に

も
言
及
し
て
い
る
が
、『
博
物
誌
』

全
体
（
全
三
七
巻
）
か
ら
み
る
と
、

そ
の
扱
い
は
決
し
て
大
き
い
と

は
言
え
な
い
。（
表
1
参
照
）
注

目
す
べ
き
は
、
第
二
一
巻
で
「
花
と
花
冠
（chaplet, garland

）」
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
、
菜
園
で
花
冠
用
の
花
を
栽
培
す
る
の
は
、「
言
葉
で

は
表
し
き
れ
な
い
ほ
ど
繊
細
な
花
の
美
し
さ
の
た
め
で
あ
る（
17
）」

と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
バ
ラ
の
効
用
だ
け
で
な
く
、
バ
ラ
の
装
飾
性
、
芸
術
性
に
着
目
し
て
い
る

点
で
注
目
さ
れ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
花
冠
は
木
の
枝
で
作
ら
れ
る
慣
わ
し
だ
っ
た

が
、
や
が
て
花
を
と
り
ど
り
に
混
ぜ
た
多
彩
な
花
冠
を
編
む
よ
う
に
な
っ
た
。
花

の
冠
は
そ
の
美
し
さ
も
香
り
も
た
っ
た
一
日
し
か
保
て
な
い
が
ゆ
え
に
、
貴
重
で

あ
る
。
花
の
冠
は
や
が
て
、
金
属
で
花
を
模
造
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
プ
リ
ニ

ウ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
繊
細
な
花
の
冠
を
編
む
花
冠
職
人
（garland-m

akers

）
も

存
在
し
た（

18
）。

そ
の
花
冠
に
使
わ
れ
る
花
と
し
て
最
初
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、

ス
ミ
レ
や
ユ
リ
を
置
い
て
ま
ず
バ
ラ
な
の
で
あ
る
。（
花
冠
の
材
料
と
し
て
、
プ

リ
ニ
ウ
ス
は
バ
ラ
の
ほ
か
に
、
ユ
リ
、
ス
イ
セ
ン
、
ス
ミ
レ
、
キ
ン
セ
ン
カ
、
サ

フ
ラ
ン
を
あ
げ
て
い
る
）

　

花
冠
は
名
誉
の
象
徴
で
、
冠
婚
葬
祭
に
も
使
わ
れ
た
が
、
頭
痛
や
二
日
酔
い
を

抑
え
る
薬
草
と
し
て
の
効
用
を
期
待
し
て
、
宴
会
で
も
使
わ
れ
た
。
プ
リ
ニ
ウ
ス

は
他
に
も
、
ぶ
ど
う
酒
の
風
味
付
け
や
サ
ラ
ダ
に
し
て
食
べ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
バ
ラ
の
利
用
法
を
記
述
し
て
い
る
。
バ
ラ
は
（
ま
だ
蒸
留
す
る
技
術
が
な
か
っ

た
た
め
に
）
油
に
浸
し
て
ロ
ー
ズ
・
オ
イ
ル
に
し
、
そ
れ
を
軟
膏
や
目
薬
と
し
て

用
い
、
ま
っ
た
く
害
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
食
卓
に
塗
布
す
る
と
い
う
贅
沢
に
も
使

わ
れ
た（
19
）。

　

プ
リ
ニ
ウ
ス
は
言
っ
て
い
る
。

　

わ
が
ロ
ー
マ
人
に
よ
る
と
、
最
も
人
気
の
あ
る
バ
ラ
の
品
種
は
、
ピ
ラ
エ

ネ
ス
テ
（
ロ
ー
マ
東
部
の
町
パ
レ
ス
ト
リ
ナ
）、
カ
ン
パ
ニ
ア
（
中
部
イ
タ

リ
ア
の
一
地
方
）
の
バ
ラ
で
あ
る
。
ミ
レ
ト
ス
（
小
ア
ジ
ア
の
カ
リ
ア
の
主

要
都
市
）
の
バ
ラ
を
加
え
る
人
も
い
る
。
そ
れ
は
花
弁
が
十
二
枚
を
超
え
る

こ
と
は
な
い
が
、
燃
え
る
よ
う
な
赤
い
色
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
の
は

ト
ラ
キ
ス
（
ギ
リ
シ
ア
北
東
の
古
い
テ
ッ
サ
リ
ア
の
町
）
種
で
、
赤
み
が
少

な
い
。
そ
の
次
が
比
較
的
値
の
安
い
ア
ラ
バ
ン
ダ（
小
ア
ジ
ア
南
西
部
の
町
）

種
で
、
白
っ
ぽ
い
花
弁
を
し
て
い
る
。
最
も
安
価
な
の
は
、
花
弁
は
と
て
も

多
い
の
だ
が
非
常
に
小
さ
い
、
と
げ
の
多
い
バ
ラ
で
あ
る
・
・
・
他
方
、
花

弁
の
多
い
種
類
に
は
「
百
弁
バ
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
品
種
が
あ
り
、
イ
タ
リ
ア

で
は
カ
ン
パ
ニ
ア
地
方
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
フ
ィ
リ
ッ
ポ
イ
（
マ
ケ
ド
ニ
ア
東
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表 1：プリニウス『博物誌』

第 1巻
第 2巻
第 3～ 6巻
第 7巻
第 8～11巻
第12～19巻
第20～27巻
第28～32巻
第33～37巻

参考文献表
数学的・計測学的宇宙論
地理学・民俗学
人間学・生理学
動物学
植物学・農業・園芸
薬用植物
薬用動物学
鉱物・（薬）・芸術・宝石
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部
、
ト
ラ
キ
ア
と
の
境
近
く
に
あ
る
町
）
の
周
辺
に
産
す
る
。
た
だ
し
、
そ

こ
は
原
産
地
で
は
な
い
。　
（『
プ
リ
ニ
ウ
ス
博
物
誌
』植
物
薬
剤
編
七
九
頁（
20
））。

　

全
体
は
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
と
似
て
い
る
が
、
細
部
で
微
妙
に
違
っ
て
い
る
。
バ

ラ
の
値
段
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
て
、
バ
ラ
の
花
が
園
芸
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
、

良
質
で
安
価
な
花
弁
を
求
め
て
、
海
外
か
ら
も
輸
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
当
時
の
バ
ラ
は
四
季
咲
き
で
は
な
く
、
一
季
咲
き
だ
っ
た
か
ら
、
新
鮮
な
花

弁
を
長
期
に
わ
た
っ
て
確
保
す
る
に
は
、
一
つ
の
地
方
か
ら
で
は
不
可
能
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。そ
れ
で
花
期
の
異
な
る
遠
い
地
方
か
ら
も
集
め
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
の
『
植
物
誌
』
に
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
ポ
イ
の
「
百
弁
バ
ラ
」
が

こ
こ
で
も
登
場
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
は
ア
フ

リ
カ
北
岸
に
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ア
の
植
民
都
市
キ
ュ
レ
ネ
や
、
エ
ジ
プ
ト
の
バ
ラ
に

つ
い
て
述
べ
て
い
た
が
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
北
ア
フ
リ
カ
や
ス
ペ
イ
ン
で
も
バ
ラ
の

花
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
本
来
の
バ
ラ
で
あ
っ
て
も
土
地
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
キ

ュ
レ
ネ
（
ア
フ
リ
カ
北
岸
の
ギ
リ
シ
ア
植
民
都
市
）
に
は
と
て
も
香
り
の
強

い
バ
ラ
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
は
き
わ
め
て
質
の
よ
い
軟
膏
が
得
ら

れ
る
。
ヒ
ス
パ
ニ
ア（
現
ス
ペ
イ
ン
）の
カ
ル
タ
ゴ（
現
カ
ル
タ
ヘ
ナ
）に
は
、

冬
中
咲
く
早
咲
き
の
バ
ラ
が
あ
る
。　
　
（『
プ
リ
ニ
ウ
ス
博
物
誌
』
八
〇
頁（
21
））

　

花
弁
は
現
在
の
バ
ラ
の
よ
う
に
多
く
は
な
く
、
お
そ
ら
く
五
枚
、
ま
た
は
そ
れ

以
上
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
百

弁
バ
ラ
（hundred-petalled 

rose

）」、
つ
ま
り
「
花
弁
が

百
枚
も
あ
る
バ
ラ
」
と
呼
ば

れ
る
バ
ラ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

花
弁
は
多
い
ほ
う
が
よ
く
、

香
り
が
高
く
、
赤
い
色
の
花

が
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。
と
は
言
え
、

花
の
大
き
さ
は
現
代
の
バ
ラ

に
比
べ
て
、
か
な
り
小
ぶ
り

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
に

あ
げ
ら
れ
た
各
産
地
の
バ
ラ

は
、
学
者
に
よ
っ
て
特
定
さ

れ
て
い
る
。
諸
説
あ
る
よ
う

だ
が
、
大
場
秀
章
著
『
バ
ラ

の
誕
生
』
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
も
の
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

（
表
2
参
照
）

　

ロ
ー
マ
人
の
バ
ラ
の
利
用

に
つ
い
て
、
A
・
W
・
ハ

ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
（A

.W
. 
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表 2：プリニウスのバラ

プラエネステのバラ
カンパニアのバラ
ミレトゥスのバラ
トラキアのバラ
アラバンダのバラ
とげの多いバラ

百弁バラ

プリニウスの記述

大場秀章『バラの誕生』（中公新書）35 頁より作成。

推定される種（学名） プリニウスがあげている色・特徴
ローザ・ガリカ（Rosa gallica）
ローザ・アルバ（Rosa alba）
ローザ・ガリカ（Rosa gallica）
ダマスク・バラ（Rosa damascena）
ローザ・アルバ（Rosa alba）
ピンピネリフォリア・ミリアカンタ
（Rosa pimpinellifolia var. myriacantha）
ダマスク・バラ（Rosa damascena）

最も人気のあるバラ
最も人気のあるバラ
燃えるような赤
赤みが少ない
白っぽい
花弁が多いが、小さい

花弁が多い（百枚）
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H
atfi eld

）
が
次
の
よ
う
に
要
領
の
よ
い
説
明
を
し
て
い
る
。

　

ロ
ー
マ
の
人
々
は
エ
ジ
プ
ト
か
ら
船
何
隻
分
に
も
当
た
る
バ
ラ
を
ど
ん
ど

ん
輸
入
し
、
シ
バ
リ
ス
人
の
よ
う
に
バ
ラ
の
上
で
眠
り
、
歩
き
、
食
事
を
し

た
。
ま
た
、
バ
ラ
を
ジ
ャ
ム
や
砂
糖
菓
子
に
し
、
酔
い
を
遅
ら
せ
る
た
め
に

酒
杯
に
浮
か
べ
、
さ
ら
に
用
心
の
た
め
に
宴
会
の
時
に
は
バ
ラ
の
冠
を
つ
け

た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
バ
ラ
の
ワ
イ
ン
は
そ
の
香
水
と
同
じ
よ
う
に
楽
し
ま
れ

た
。
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
、
バ
ッ
カ
ス
な
ど
の
多
く
の
彫
像
と
同

じ
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
の
花
嫁
、
花
婿
は
バ
ラ
の
冠
を
つ
け
た
。
そ
し
て
ロ
ー

マ
の
英
雄
や
勝
利
者
に
は
バ
ラ
で
つ
く
っ
た
冠
が
与
え
ら
れ
、
バ
ラ
が
ま
か

れ
た
小
道
を
歩
い
た
り
、
二
輪
戦
車
で
往
き
来
し
た
。
名
誉
、
秘
密
、
沈
黙

の
象
徴
で
あ
る
白
バ
ラ
が
宴
会
の
席
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
と
き
、
す
べ
て
の

客
は
、
出
席
者
全
員
が
秘
密
を
守
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
話
を

し
、ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
習
慣
か
ら
ひ
そ
か
に

0

0

0

0

、

と
い
う
意
味
のsub rosa

（
文
字
通
り
の
意
味
は
、
バ
ラ
の
下
で
）
と
い
う

言
葉
が
生
じ
た
だ
け
で
な
く
、
天
井
の
中
心
の
石
膏
の
装
飾
で
あ
る
ロ
ー
ズ

（
円
花
飾
り
）
の
も
と
と
も
な
っ
た
。

（
A
・
W
・
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
『
ハ
ー
ブ
の
楽
し
み（
22
）』）

　

こ
の
よ
う
に
各
方
面
で
多
彩
に
利
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
バ
ラ
は
有
用
な

植
物
で
、
重
要
な
農
作
物
で
あ
っ
た
の
だ
。
と
は
言
え
、
サ
ッ
フ
ォ
ー
や
ア
ナ
ク

レ
オ
ン
が
バ
ラ
の
花
の
美
し
さ
に
つ
い
て
歌
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
バ
ラ
は
作
物
と
し
て
畑
で
植
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
庭
に
植
え
ら
れ
、
鑑

賞
も
さ
れ
て
い
た
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
畑
で
の
栽
培
法
に
つ
い
て
述
べ
る
（『
プ
リ

ニ
ウ
ス
博
物
誌
』
八
〇
頁（
23
））

だ
け
で
な
く
、
ユ
リ
と
バ
ラ
を
混
植
し
た
時
に
得
ら

れ
る
素
晴
ら
し
い
効
果
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

ユ
リ
は
バ
ラ
の
最
盛
期
に
咲
き
始
め
、
お
も
に
バ
ラ
の
間
に
混
ぜ
い
れ
て
、

さ
ら
に
華
や
ぎ
を
添
え
る
。　
　
　
　
（『
プ
リ
ニ
ウ
ス
博
物
誌
』
八
一
頁（
24
））。

　

ロ
ン
ド
ン
の
テ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
美
術
館
に
ジ
ョ
ン･

シ
ン
ガ
ー
・
サ
ー
ジ
ェ

ン
ト
（John Singer Sargent, 1856-1925

）
の
描
い
た
「
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
、百
合
、

百
合
、
薔
薇
」（1885-6

）
と
い
う
有
名
な
絵
が
あ
る
。
百
合
の
間
に
ピ
ン
ク
の

薔
薇
と
紅
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
咲
く
幻
想
的
な
絵
だ
。
白
と
赤
の
二
種
類
の
花

が
同
時
に
咲
く
華
や
か
な
花
壇
は
、
ロ
ー
マ
人
も
知
っ
て
い
た
の
だ
。

（
Ⅱ
）
教
会
と
の
結
び
つ
き

﹇
聖
書
の
バ
ラ
﹈

　

聖
書
に
バ
ラ
は
登
場
し
な
い
。
唯
一
の
例
外
は
旧
約
聖
書
雅
歌
二
章
一
の
「
シ

ャ
ロ
ン
の
バ
ラ
」
だ
が
、
そ
れ
も
実
は
バ
ラ
で
は
な
く
、
ア
ネ
モ
ネ
で
あ
っ
た
ろ

う
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
シ
ャ
ロ
ン
の
バ
ラ
（the R

ose of Sharon

）」
と
い
う
の

は
「
シ
ャ
ロ
ン
の
野
の
名
花
（the excellency of Sharon

）」
と
い
う
ほ
ど
の
意

味
で
、
聖
書
を
翻
訳
し
た
人
々
、
た
と
え
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ィ
ン
ダ
ル
（W

illiam
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Tyndale, 1492?-1536

）
が
美
し
い
花
と
考
え
て
い
た
の
が
バ
ラ
で
あ
っ
た
か
ら
、

バ
ラ
と
訳
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
（
P･

コ
ー
ツ（
25
））。

イ
ザ
ヤ
書
三
五
章

一
も
か
つ
て
は
「
砂
漠
は
花
を
咲
か
せ
よ
。
野
バ
ラ
は
花
を
一
面
に
咲
か
せ
よ
」

と
訳
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
、
こ
の
部
分
は
「
野
バ
ラ
」
で
は
な
く
、‘fi elds of 

asphodel ’

と
な
っ
て
い
る
。‘asphodel ’

は
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
出
て
く
る
極
楽
の

不
滅
の
花
で
あ
り
、
フ
サ
ザ
キ
ス
イ
セ
ン
か
イ
ヌ
サ
フ
ラ
ン
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
日
本
語
の
旧
約
聖
書
も
、こ
の
箇
所
は
「
野
バ
ラ
」
で
は
な
く
、「
サ
フ
ラ
ン
」

に
な
っ
て
い
る（
26
）。

﹇
教
会
と
バ
ラ
﹈

　

有
用
植
物
と
し
て
花
の
王
座
を
占
め
て
い
た
バ
ラ
は
、キ
リ
ス
ト
教
の
出
現
で
、

別
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
バ
ラ
の
五
枚
の
花
び
ら
は
キ
リ
ス
ト
が
負
わ

さ
れ
た
五
つ
の
傷
を
象
徴
し
、
赤
い
バ
ラ
は
初
期
の
殉
教
者
の
流
し
た
赤
い
血
を

表
す
よ
う
に
な
っ
た（
27
）。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
歌
の
ひ
と
つ
に

う
る
わ
し
く
も
咲
き
い
で
に
し

と
げ
な
き
ば
ら
の
花
よ

た
ぐ
い
な
き
そ
の
香
り
に

わ
れ
ら
が
心
な
ご
む

み
い
つ
く
し
み
満
ち
あ
ふ
る
る

も
ろ
び
と
の
母
マ
リ
ア
（
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
歌
集
三
〇
四
番
）

と
い
う
の
が
あ
る
。
純
潔
の
聖
母
の
象
徴
は
、清
ら
か
な
白
い
バ
ラ
で
あ
る
。「
マ

リ
ア
の
連
祷
」（L

itany of the B
lessed V

irgin M
ary

）で
は
マ
リ
ア
の
こ
と
を「
神

の
御
母
（H

oly M
other of G

od

）」「
思
慮
深
き
乙
女
（V

irgin m
ost prudent

）」「
魂

の
器（Spiritual vessel

）」「
象
牙
の
塔（Tow

er of ivory

）」「
平
和
の
女
王（Q

ueen 

of Peace

）」
と
さ
ま
ざ
ま
に
形
容
し
て
呼
び
か
け
て
い
く
が
、そ
の
ひ
と
つ
に
「
く

す
し
き
薔
薇
（M

ystical rose

）」
と
い
う
の
が
あ
る
。「
く
す
し
き
薔
薇
」
は
「
と

げ
な
き
ば
ら
の
花
」
で
も
あ
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
に
用
い
る
数
珠
ロ
ザ
リ
オ（rosary

）は
、

バ
ラ
の
花
冠
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
人
の
愛
し
た
バ
ラ
の
花
冠
が
、
こ
の
よ

う
な
形
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
残
っ
た
の
は
興
味
深
い
。
バ
ラ
は
聖
母
と
結
び
つ

い
て
、
神
秘
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
花
び
ら
の
重
な
り
あ
う
円
形
の

幾
何
学
的
な
バ
ラ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
バ
ラ
窓
と
し
て
、
宗
教
建
築
に
取
り
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。（
も
っ
と
も
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築

の
花
で
あ
る
バ
ラ
窓
に
つ
い
て
、O

E
D

は
一
七
七
三
年
以
前
の
用
法
を
載
せ
て
い

な
い
。
も
と
は
そ
の
形
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
車
輪
窓
〈w

heel w
indow

〉
と

言
わ
れ
て
い
た（
28
）。

バ
ラ
窓
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
バ
ラ
の
花
の
形
を
意
匠
化
し

た
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
東
洋
の
影
響
や
、
キ
ク
、
ハ
ス
の
花
の
形
を
模

し
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る（
29
）。

し
か
し
、
一
八
世
紀
以
後
、
車
輪
窓
は
バ
ラ
窓
と

呼
ば
れ
て
き
た
）
フ
ラ
ン
ス
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
の
バ
ラ
窓
（
一
二
二
〇
年

建
立
）、
ラ
ン
ス
、
シ
ャ
ル
ト
ル
大
聖
堂
の
バ
ラ
窓
が
有
名
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
ヨ
ー
ク
大
聖
堂
（
一
二
六
〇
年
建
立
）
の
バ
ラ
窓
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大

寺
院
の
バ
ラ
窓
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
旬
節
（L

ent

）
の
第
四
日
曜
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日
（R

ose Sunday

）
に
、
ロ
ー
マ
法
王
が
君
主
や
都
市
、
聖
堂
に
教
会
へ
の
貢

献
の
証
し
と
し
て
授
け
る
「
黄
金
の
薔
薇
（golden rose

）」
と
い
う
習
慣
が
あ
る

が
、
こ
の
バ
ラ
は
金
属
（
黄
金
）
で
つ
く
っ
た
工
芸
品
の
バ
ラ
で
、
文
字
通
り
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
。
こ
の
習
慣
は
レ
オ
九
世
の
、
一
〇
四
九
年
に
始
ま
っ
た（
30
）。

　

そ
の
他
に
も
、
バ
ラ
と
教
会
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
と
し
て
、
ヨ
ー
ク
大

聖
堂
の
チ
ャ
プ
タ
ー
・
ハ
ウ
ス
入
り
口
の
内
側
に
刻
ま
れ
た
「
バ
ラ
は
花
の
中
の

花
、
こ
れ
は
家
の
中
の
家
（U

T
 R

O
SA

 FL
O

S FL
O

R
IU

M
 SO

C
 E

ST
 D

O
M

U
S 

ISR
TA

 D
O

M
O

R
U

M

）」
と
い
う
銘
が
あ
る（
31
）。

英
語
で
は
教
会
の
こ
と
を
「
神
の

家
（H

ouse of G
od

）」
と
言
う
。
ヨ
ー
ク
大
聖
堂
の
オ
ン
ラ
イ
ン
を
見
る
と
、
ヨ

ー
ク
よ
り
ほ
ぼ
三
〇
年
前
に
建
て
ら
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大
寺
院
の
チ
ャ

プ
タ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
床
タ
イ
ル
の
上
に
も
、同
じ
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う（
32
）。「

バ

ラ
は
花
の
中
の
花
」
と
い
う
表
現
に
、
バ
ラ
を
花
の
代
表
と
す
る
見
方
が
す
で
に

定
着
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

バ
ラ
は
意
匠
化
さ
れ
、
教
会
建
築
に
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
生
花
が
教
会
内

に
も
飾
ら
れ
、
修
道
院
の
庭
に
も
植
え
ら
れ
た
。
修
道
院
の
庭
に
は
、
蔬
菜
、
果

樹
の
ほ
か
に
、
料
理
用
、
蒸
留
用
、
薬
用
の
ハ
ー
ブ
、
薬
草
、
儀
式
用
装
飾
用
の

花
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
必
ず
バ
ラ
が
あ
っ
た
。
バ
ラ
は
修
道
院
だ

け
で
な
く
、
世
俗
の
屋
敷
の
囲
ま
れ
た
中
庭
に
も
、
ト
レ
リ
ス
や
あ
ず
ま
や
に
絡

ま
せ
て
植
え
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
様
子
は
、
聖
母
像
な
ど
の
美
し
い
彩
色
手
稿

（
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
）
の
絵
の
背
景
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

一
五
世
紀
の
北
方
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
画
家
マ
ー
テ
ィ
ン
・
シ
ョ
ー
ン
ガ
ウ
ア
ー

（M
artin Schongauer

）（1450?-91

）
の
「
薔
薇
園
の
聖
母
（M

adonna of R
ose 

B
ow

er

）」
に
は
花
園
の
芝
生
の
台
座
（turf bench

）
に
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
抱
い

て
座
っ
て
い
る
マ
リ
ア
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
マ
リ
ア
の
背
後
に
は
低
い
垣
根
が

あ
っ
て
、
赤
い
バ
ラ
が
絡
み
付
い
て
い
る
。
こ
れ
は
典
型
的
な
中
世
の
庭
の
ス

タ
イ
ル
で
あ
っ
た（
33
）。

他
に
も
、
多
く
の
画
家
に
よ
っ
て
「
薔
薇
園
の
聖
母
（T

he 

M
adonna of the R

ose G
arden, T

he M
adonna in the R

ose G
arden

）」
と
い
う

絵
が
一
五
世
紀
に
は
多
数
描
か
れ
て
お
り
、
バ
ラ
と
聖
母
の
組
み
合
わ
せ
が
人
気

の
画
題
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

壁
に
囲
ま
れ
た
秘
密
の
庭
、
そ
こ
に
咲
く
薔
薇
の
花
、
愛
を
求
め
る
青
年
の

探
究
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
中
世
の
寓
意
ロ
マ
ン
ス
『
薔
薇
物
語
（R

om
an de la 

R
ose

）』
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。『
薔
薇
物
語
』
は
一
三
世
紀
に
広
く
流
布
し
た
絵
物

語
で
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ロ
リ
ス
（G

uillaum
e de L

orris

）
と
ジ
ャ
ン
・
ド
・
マ

ン
（Jean de M

eun

）
に
よ
る
寓
意
物
語
の
傑
作
で
あ
る
。
前
半
の
四
〇
五
八
行

を
ロ
リ
ス
が
一
二
三
五
年
ご
ろ
、
後
半
を
ド
・
マ
ン
が
一
二
六
五
―
七
〇
年
ご
ろ

に
書
い
た
。
物
語
は
「
私
」
が
あ
る
晩
に
見
た
夢
、と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

「
私
」
は
「
愛
」
の
園
に
入
り
、
そ
こ
に
あ
る
「
薔
薇
」
の
蕾
に
恋
を
す
る
。
苦

労
の
末
、「
私
」
は
「
薔
薇
」
に
キ
ス
を
す
る
が
、「
嫉
妬
」
と
「
悪
口
」
が
「
薔
薇
」

を
塔
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
・
・
・
最
後
に
「
薔
薇
」
の
蕾
が
摘
ま
れ
て
夢
が
終

わ
る（
34
）。

宮
廷
の
恋
愛
を
歌
っ
た
こ
の
物
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
物
語
だ
が
、
華
麗
な

彩
色
細
密
画
に
描
か
れ
て
広
ま
り
、中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
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（
Ⅲ
）
イ
ギ
リ
ス
の
薔
薇

﹇
王
家
の
紋
章
﹈

　

イ
ギ
リ
ス
の
家
庭
で
長
く
親
し
ま
れ
た
園
芸
書
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ラ
ー
ド

（John G
erard, 1545-1612

）
の
『
植
物
誌
（H

erball, or G
enerall H

istorie of 

P
lantes

）』（1597
）
第
三
巻
は
、
バ
ラ
つ
い
て
の
、
次
の
よ
う
な
記
述
で
始
ま
る
。

 

薔
薇
と
い
う
植
物
は
、
一
面
に
と
げ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
世

で
最
も
栄
誉
あ
る
花
と
し
て
位
置
づ
け
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
つ
ま
ら
ぬ
イ
バ

ラ
の
仲
間
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
薔
薇
は
、
い
か
な
る
花
と

比
べ
て
も
、そ
の
美
し
さ
、効
用
、か
ぐ
わ
し
い
香
り
の
点
で
秀
で
て
い
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
薔
薇
は
わ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
家
の
誉
れ
で
あ
り
、

そ
の
紋
章
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
花
の
王
者
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ラ
ン
カ

ス
タ
ー
と
ヨ
ー
ク
と
い
う
二
つ
の
貴
い
家
系
を
結
び
つ
け
た
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
だ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
（H

erball, or G
enerall H

istorie of P
lantes （

35
））

　

ジ
ェ
ラ
ー
ド
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
大
蔵
大
臣
、
バ
ー
リ
ー
卿
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

セ
シ
ル
（L

ord B
urghley, W

illiam
 C

ecil

）
の
庭
師
だ
っ
た
。
庭
師
は
薬
草
を
扱

う
か
ら
、
薬
剤
師
・
薬
種
商
で
も
あ
り
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
時
代
に
は
医
者
の
一
種

と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
本
業
か
ら
言
え
ば
、
ジ
ェ
ラ
ー
ド
は
外
科
医
・
薬
剤
師
兼

業
の
理
髪
師
で
、
ロ
ン
ド
ン
一
帯
の
「
理
容
外
科
医
協
会
（the B

arber Surgeons 

C
om

pany

）」
の
幹
部
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（1564-1616

）
の
同
時
代

人
で
も
あ
る
彼
は
、
ホ
ル
ボ
ー
ン
に
立
派
な
庭
を
所
有
し
、
当
時
、
彼
の
名
を
知

ら
ぬ
も
の
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

36
）。

冒
頭
で
引
用
し
た
『
植
物
誌
』
は

彼
が
管
理
を
任
さ
れ
て
い
た
庭
園
の
主
人
、
バ
ー
リ
ー
卿
に
献
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
『
植
物
誌
』
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
園
芸
家
ド
ド
エ
ン
ス
（R

em
bert D

odoens

）

のStirpium
 histoiae pm

ptades sex

（1583

）
を
借
用
し
て
お
り
、
科
学
的
に
見

て
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
記
述
も
含
ま
れ
て
い
る（
37
）。

し
か
し
な
が
ら
、
大
判
の
美
し

い
版
画
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
広
く
一
般
に
普
及
し
た
。

　

さ
て
、
ジ
ェ
ラ
ー
ド
は
、
バ
ラ
が
「
わ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
家
の
誉
れ
で
あ
り
、

紋
章
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
花
の
王
者
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
価
値
が
あ
る
」
と

述
べ
、
バ
ラ
が
王
家
の
紋
章
で
あ
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
バ
ラ
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
象
徴
な
の
だ（
38
）。

　

ジ
ェ
ラ
ー
ド
は
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
二
人
の
国
王
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
と
ジ
ェ
イ

ム
ズ
一
世
に
仕
え
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
家
で
最
初
に
バ
ラ
を
紋
章
に
使
っ

た
の
は
、
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
朝
の
ヘ
ン
リ
ー
三
世
（
在
位1216-72

）
の
王
妃
、

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
出
身
の
エ
リ
ア
ノ
ル
（E

leanor of Provence

）
で
あ
る
。
エ
ニ
シ

ダ
（planta genista

）
を
意
味
す
る
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
（Plantagenet

）
王
朝

の
四
代
目
に
あ
た
る
ヘ
ン
リ
ー
三
世
は
、「
大
憲
章
」
で
有
名
な
ジ
ョ
ン
王
の
息

子
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
家
は
フ
ラ
ン
ス
系
で
、
別
名
ア
ン
ジ
ュ
ー
王
家

（A
njou

）と
も
言
っ
た
。
美
人
で
才
女
の
誉
れ
高
い
エ
リ
ア
ノ
ル
は
白
バ
ラ（R

ose 

alba
）
を
自
分
の
紋
章
（em

blem

）
と
し
て
い
た
。
そ
れ
を
息
子
の
エ
ド
ワ
ー
ド

一
世
が
受
け
継
ぎ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
家
の
紋
章
と
し
た
の
で
あ
る（
39
）。

エ
リ
ア

ノ
ル
の
次
男
エ
ド
マ
ン
ド
は
初
代
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
伯
と
な
り
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
か
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ら
赤
い
バ
ラ
を
持
ち
帰
っ
て
、
紋
章
と
し
た
。
そ
の
後
、
赤
い
バ
ラ
を
紋
章
と
す

る
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
と
、
白
バ
ラ
を
紋
章
と
す
る
ヨ
ー
ク
家
の
間
で
争
い
が
起
こ

り
、
後
に
ば
ら
戦
争
（T

he W
ars of the R

oses, 1455-85

）
と
言
わ
れ
た
。
王
位

継
承
権
を
め
ぐ
る
こ
の
争
い
は
、シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ヘ
ン
リ
ー
六
世
（H

enry 

V
I

）』
に
描
か
れ
て
い
る
。
赤
バ
ラ
と
白
バ
ラ
の
争
い
は
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の

ヘ
ン
リ
ー
が
（
ヨ
ー
ク
家
の
）
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
を
破
り
、
ヘ
ン
リ
ー
七
世
（
在

位1485-1509

）
と
な
り
、ヨ
ー
ク
家
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
決
着
が
つ
い
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
ー
の
修
道
院
の

庭
に
、
赤
と
白
の
両
方
の
色
の
花
を
つ
け
る
新
し
い
バ
ラ
が
現
れ
た
と
い
う
め
で

た
い
話
が
伝
わ
っ
て
い
る（
40
）。

ロ
ン
ド
ン
の
国
立
肖
像
美
術
館
（N

ational Portrait 

G
allery

）
に
、
赤
と
白
の
入
り
混
じ
っ
た
バ
ラ
を
手
に
し
た
ヘ
ン
リ
ー
七
世
の
肖

像
画
が
残
っ
て
い
る
。

　

ヘ
ン
リ
ー
七
世
は
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
家
を
創
設
し
た
の
で
、
赤
と
白
の
バ
ラ
は
、

五
弁
の
赤
バ
ラ
と
白
バ
ラ
を
組
み
合
わ
せ
た
チ
ュ
ー
ダ
ー
・
ロ
ー
ズ
（T

udor 

rose

）
と
呼
ば
れ
る
紋
章
と
な
り
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
国
王
の
表
象
と
し
て
使
わ

れ
た（
41
）。

こ
の
有
名
な
バ
ラ
に
つ
い
て
は
、
ロ
サ
・
ム
ン
デ
ィ
（R

osa M
undi

）
と

も
、
赤
い
ガ
リ
カ
・
ロ
ー
ズ
の
変
種
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
栽
培
植
物
学
者
の
中
尾
佐
助
は
、「
イ
ギ
リ
ス

王
室
の
紋
章
は
バ
ビ
ロ
ン
以
来
の
西
ア
ジ
ア
原
産
の
栽
培
バ
ラ
で
あ
る
」と
言
い
、

こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
日
本
皇
室
の
紋
章
が
キ
ク
で
あ
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。
キ

ク
は
中
国
で
交
雑
に
よ
っ
て
で
き
た
花
で
あ
り
、
奈
良
朝
の
頃
に
日
本
に
渡

来
し
た
が
、そ
れ
が
紋
章
化
し
て
皇
室
の
象
徴
に
な
っ
た
。
キ
ク
も
バ
ラ
も
、

と
も
ど
も
王
室
の
紋
に
な
っ
た
が
、
渡
来
し
た
花
で
あ
る
。
こ
の
偶
然
の
よ

う
な
一
致
は
、
花
と
い
う
も
の
が
と
き
ど
き
お
ど
ろ
く
ほ
ど
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
な
性
格
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
好
例
と
い
え
よ
う
。

（『
花
と
木
の
文
化
史（
42
）』）

﹇
バ
ラ
・
イ
メ
ー
ジ
の
定
着
﹈

　

外
来
の
栽
培
植
物
で
あ
っ
た
バ
ラ
は
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
家
の
紋
章
と
な
っ
た
だ

け
で
な
く
、
一
般
に
も
確
実
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
バ
ラ
は
植
物
と
し
て
存
在
す

る
だ
け
で
な
く
、
恋
人
や
美
女
へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
、
美
や
快
楽
、
栄
光
の
比

喩
と
し
て
、絵
画
や
建
築
に
、詩
や
芝
居
に
、歌
や
民
謡
に
、多
方
面
で
使
わ
れ
た
。

O
E

D

に
よ
れ
ば
、
英
語
の‘rose ’

の
起
源
は
ラ
テ
ン
語
の‘ rosa’

に
あ
り
、
そ
の

‘ rosa’

は
お
そ
ら
く
ギ
リ
シ
ア
語
の‛ ῥοδέα ’

か
ら
来
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
、
初
出
は
八
八
八
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
英
語
が
成
立
し
た
時
に
は
、
バ
ラ

は
既
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

チ
ョ
ー
サ
ー
以
来
、
バ
ラ
を
歌
っ
た
英
語
の
詩
や
散
文
は
枚
挙
の
暇
も
な
い

が
、
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
ー
バ
ー
ト
・
へ
リ
ッ
ク
（R

obert 

H
errick, 1591-1674

）
の
次
の
詩
だ
ろ
う
。

G
ather ye rosebuds w

hile you m
ay

O
ld tim

e is still a-fl ying
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A
nd this sam

e fl ow
er that sm

ells today

Tom
orrow

 w
ill be dying.

 ‘To the V
irgins, to M

ake M
uch of T

im
e ’

間
に
合
う
う
ち
に
、
薔
薇
の
蕾
を
摘
む
が
い
い
―
―
／
昔
か
ら
時
は
矢
の
よ

う
に
飛
ん
で
ゆ
く
／
こ
こ
に
咲
く
こ
の
花
も
今
日
は
微
笑
ん
で
い
る
が
、
／

明
日
は
死
に
果
て
る
の
だ
。

「
時
を
惜
し
め
、
乙
女
た
ち
よ
」（1648

）

　

こ
こ
で
は
「
バ
ラ
の
蕾
」
が
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
風
の
地
上
の
快
楽
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
詩
が
書
か
れ
た
時
代
―
―
宗
教
戦
争
、清
教
徒
革
命
、そ
の
後
の
内
乱
、

ス
ペ
イ
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
の
脅
威
、
疫
病
の
流
行
、
ロ
ン
ド
ン
に
大
火
の
あ
っ
た
時

代
―
―
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
詩
に
託
し
た
「
明
日
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
思
い

も
理
解
で
き
よ
う（
43
）。「

バ
ラ
の
蕾
（rosebud

）
は
生
命
の
蕾
で
あ
り
、美
な
る
も
の
、

善
な
る
も
の
へ
の
希
望
で
あ
る
。

　

バ
ラ
と
「
は
か
な
い
人
生
」
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
『
真
夏
の
夜

の
夢
（M

idsum
m

er N
ight’s D

ream

）』（1595-6

）
の
中
で
ア
テ
ネ
の
大
公
シ
ー

シ
ア
ス
（T

heseus, D
uke of A

thens

）
に
次
の
よ
う
に
言
わ
せ
て
い
る
。

B
ut earthlier happy is the rose distill ’d,

T
han that w

hich, w
ithering on the virgin thorn,

G
row

s, lives, and dies in single blessedness. 

（M
idsum

m
er N

ight’s D
ream

, A
ct I, scene

i

）

人
に
摘
ま
れ
ぬ
ま
ま
、
ひ
と
り
で
清
ら
か
に
育
ち
／
生
き
て
、
死
ん
で
ゆ
く

野
ば
ら
よ
り
／
香
水
に
な
る
ほ
う
が
バ
ラ
は
世
間
的
に
は
幸
せ
な
の
だ
よ

（『
真
夏
の
夜
の
夢
』
一
幕
、
一
場
）

　

こ
こ
で
は
バ
ラ
は
一
人
の
乙
女
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ー
シ
ア
ス
は
結
婚
を

拒
絶
す
る
ハ
ー
ミ
ア
（H

erm
ia

）
に
、
棘
で
男
性
を
撃
退
し
、
独
身
の
ま
ま
野
原

で
一
生
を
終
え
る
よ
り
、
摘
み
取
ら
れ
、
人
の
手
で
蒸
留
さ
れ
、
香
水
に
な
る
方

が
こ
の
世
で
は
よ
ほ
ど
幸
せ
で
は
な
い
か
と
、
結
婚
の
幸
せ
を
説
く
。
バ
ラ
を
栽

培
し
、
改
良
し
、
加
工
し
て
、
香
水
や
ロ
ー
ズ
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
し
て
利
用
し
て

き
た
歴
史
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
、
せ
り
ふ
で
あ
る
。

　

同
じ
『
真
夏
の
夜
の
夢
』
に
は
、
野
生
の
バ
ラ
も
出
て
く
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は

花
弁
が
一
重
で
、
白
ま
た
は
ピ
ン
ク
の
、
よ
く
生
垣
に
使
わ
れ
る
「
犬
バ
ラ
（dog 

rose, R
osa canina

）
や
、
同
じ
く
一
重
、
ピ
ン
ク
色
で
香
り
の
よ
い
エ
グ
ラ
ン
タ

イ
ン
（eglantine, R

osa eglanteria

）
な
ど
の
野
バ
ラ
が
自
生
し
て
お
り
、
自
然

に
い
く
ら
で
も
目
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
妖
精
の
王
オ
ー
ベ
ロ
ン

（O
beron

）
が
、
妻
の
テ
ィ
タ
ー
ニ
ア
（T

itania

）
の
眠
る
場
所
を
悪
戯
妖
精
の

パ
ッ
ク
（Puck

）
に
説
明
す
る
場
面
。

I know
 a bank w

hereon the w
ild thym

e blow
s, 

W
here ox-lips and the nodding violet grow

s, 

Q
uite over-canopied w

ith lush w
oodbine,

W
ith sw

eet m
usk roses, and w

ith eglantine,
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T
here sleeps T

itania som
etim

e of the night

・
・
・ 

（M
idsum

m
er N

ight’s D
ream

,  A
ct II, scene ii

）

向
こ
う
に
堤
が
あ
る
、
野
生
の
タ
イ
ム
が
風
に
吹
か
れ
／
桜
草
が
伸
び
、
菫

が
う
な
ず
い
て
い
る
／
頭
上
に
は
ス
イ
カ
ズ
ラ
が
茂
り
、
甘
い
香
り
の
麝
香

バ
ラ
と
野
薔
薇
が
／
蓋
の
よ
う
に
お
お
い
か
ぶ
さ
る
と
こ
ろ
だ
／
そ
こ
で
テ

ィ
タ
ー
ニ
ア
は
夜
、
眠
る
こ
と
が
あ
る
。（『

真
夏
の
夜
の
夢
』
二
幕
、
三
場
）

　

テ
ィ
タ
ー
ニ
ア
の
眠
る
堤
に
は
、
野
生
の
タ
イ
ム
、
桜
草
、
ス
ミ
レ
、
ス
イ

カ
ズ
ラ
と
と
も
に
「
甘
い
香
り
の
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
（
麝
香
バ
ラ
、M

usk R
ose, 

R
osa m

oschata

）」
と
「
野
バ
ラ
（
エ
グ
ラ
ン
タ
イ
ン
）」
の
天
蓋
が
で
き
て
い
る
。

エ
グ
ラ
ン
タ
イ
ン
は
別
名 ‘sw

eetbriar ’

と
も
言
い
、
香
り
が
よ
い
。
一
方
、
マ
ス

ク
・
ロ
ー
ズ
は
麝マ
ス
ク香
の
香
り
が
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
花
の

色
は
白
か
ら
赤
ま
で
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
麝
香
バ
ラ
は
、
蔓
性
な
の
で
、
絡
み
付

い
て
天
蓋
状
に
す
る
に
は
具
合
が
よ
い
。
バ
ラ
以
外
の
タ
イ
ム
、
ス
ミ
レ
、
ス
イ

カ
ズ
ラ
も
香
り
の
よ
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
植
物
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
バ
ラ
と
言
え
ば
、
一
番
有
名
な
の
は
や
は
り
、『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
』
二
幕
二
場
の
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
せ
り
ふ
だ
ろ
う
。

W
hat ’s in a nam

e? that w
hich w

e call a rose,

B
y any other nam

e w
ould sm

ell as sw
eet;

（R
om

eo and Juliet, A
ct II, ii

）

名
前
が
何
だ
と
い
う
の
？
私
た
ち
が
バ
ラ
と
呼
ぶ
あ
の
花
は
、
／
名
前
が
ど

う
変
わ
ろ
う
と
も
、
甘
い
香
り
は
同
じ
で
し
ょ
う
に
。

（『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
二
幕
二
場
）

　

バ
ラ
は
夏
に
咲
く
花
で
あ
り
、
夏
は
イ
ギ
リ
ス
で
一
番
美
し
い
季
節
で
あ
る
。

そ
の
夏
の
花
の
代
表
で
あ
る
バ
ラ
は
、美
し
い
花
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
が
、

し
か
し
、
王
侯
貴
族
の
庭
で
し
か
見
ら
れ
な
い
高
貴
な
花
で
は
な
く
、
野
バ
ラ
な

ど
、
庶
民
に
も
親
し
ま
れ
る
花
で
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
バ

ラ
を
恋
人
に
喩
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
や
は
り
赤
い
バ
ラ
で
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
民
詩
人
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
（R

obert B
urns, 

1759-96

）
の
次
の
詩
の
よ
う
に
。

O
h, m

y love

's like a red, red rose that new
ly sprung in June

O
h, m

y love

's like a m
elody that sw

eetly played in tune‘A
 R

ed, R
ed R

ose ’

私
の
恋
人
は
六
月
に
咲
い
た
ば
か
り
の
赤
い
、赤
い
バ
ラ
の
よ
う
だ
／
お
お
、

私
の
恋
人
は
甘
い
調
べ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
よ
う
だ
。　
「
赤
い
、
赤
い
薔
薇
」

　

バ
ー
ン
ズ
の
詩
の
素
朴
な
バ
ラ
は
野
バ
ラ
の
よ
う
で
も
あ
り
、
庭
に
咲
く
花
の

よ
う
で
も
あ
る
。
英
国
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
、
よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
緑
の
芝
生
に

咲
く
、
一
輪
の
赤
い
薔
薇
の
花
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
他
、「
病
め
る
バ
ラ
（T

he Sick R
ose

）」（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
、
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1794 （
44
））、『

ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
と
バ
ラ
（T

he N
ightingale and the R

ose

）』（
オ

ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
、1888

）
な
ど
、
バ
ラ
を
扱
っ
た
文
学
作
品
は
枚
挙
の
暇
が

な
い
。
十
九
世
紀
に
な
る
と
バ
ラ
は
い
よ
い
よ
時
代
の
寵
児
と
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
女
王
の
時
代
に
は
ケ
ン
テ
ィ
フ
ォ
ー
リ
ア
種
の
バ
ラ
、
特
に
苔こ
け

薔ば

薇ら（
45
）が

好
ま
れ
た
。
二
〇
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
、
バ
ラ
は
民
主
的
に
な
っ
た
。
英
国
労

働
党
が
一
九
八
六
年
の
労
働
党
会
議
で
、
党
の
シ
ン
ボ
ル
を
そ
れ
ま
で
の
「
赤
い

旗
」
か
ら
「
赤
い
バ
ラ
」
に
変
え
た
か
ら
だ
。
バ
ラ
が
王
家
の
紋
章
に
と
ど
ま
ら

ず
、
一
般
民
衆
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
で
き
ご
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
英
国
の
バ
ラ
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
一
九
九
七
年
に
交
通

事
故
で
亡
く
な
っ
た
ダ
イ
ア
ナ
妃
の
葬
儀
の
折
に
、
人
気
歌
手
の
エ
ル
ト
ン
・
ジ

ョ
ン
（E

lton John

）
が
「
風
の
中
の
ろ
う
そ
く
（C
andle in the W

ind

）」
と
い

う
歌
で
、
ダ
イ
ア
ナ
妃
を
バ
ラ
に
喩
え
た
理
由
が
う
な
ず
け
る
。

G
oodbye E

ngland ’s rose

M
ay you ever grow

 in our hearts （
46
）

（‘C
andle in the W

ind ’

）

さ
よ
う
な
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
バ
ラ
／
願
わ
く
ば
我
ら
が
心
の
う
ち
に
永

遠
に
咲
く
こ
と
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
風
の
中
の
ろ
う
そ
く
」）

　

国
民
に
人
気
が
あ
っ
た
ダ
イ
ア
ナ
妃
を
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
バ
ラ
」
に
喩
え

る
の
は
、
バ
ラ
の
歴
史
か
ら
見
て
も
、
英
国
皇
室
の
歴
史
か
ら
み
て
も
、
自
然
で

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
。

（
Ⅳ
）
バ
ラ
の
革
命

﹇
バ
ラ
の
品
種
﹈

　

バ
ラ
の
品
種
は
多
い
。
ま
た
簡
単
に
他
種
と
交
雑
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
ラ
の

品
種
が
幾
つ
あ
る
の
か
、
そ
の
分
類
に
は
ま
だ
誰
も
成
功
し
て
い
な
い
の
だ
と

い
う（
47
）。

植
物
学
上
、「
種
」
と
い
う
の
は
自
然
界
に
あ
る
野
生
種
を
意
味
す
る
。

し
か
る
に
、
バ
ラ
は
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
野
生
バ
ラ
同
士
が
自
然
に
交

雑
し
、
ま
た
野
生
バ
ラ
と
栽
培
バ
ラ
が
自
然
に
交
配
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
工
的

な
交
配
が
行
わ
れ
、
バ
ラ
の
品
種
は
常
に
増
え
て
い
く
。
人
為
的
に
交
配
し
て
作

ら
れ
た
バ
ラ
を
園
芸
バ
ラ
と
か
、
栽
培
バ
ラ
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
よ
う
な
園
芸
品
種

（
園
芸
種
）
に
い
た
っ
て
は
、
果
た
し
て
幾
つ
あ
る
か
、
と
て
も
数
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
天
文
学
的
な
数
字
に
な
る
だ
ろ
う
。「
世
界
ば
ら
会
連

合
（W

orld Federation of R
ose Societies

）」
に
、
名
前
を
登
録
し
て
い
る
も
の

だ
け
で
、
約
3
万
種
類
は
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
に
よ
っ
て
分
類

の
方
法
が
違
う
こ
と
も
、
バ
ラ
の
分
類
を
困
難
に
す
る
一
因
と
な
っ
て
い
る（
48
）。

　

バ
ラ
は
交
配
が
容
易
な
た
め
に
、
愛
好
家
や
育
種
家
の
手
に
よ
っ
て
、
お
び

た
だ
し
い
数
の
新
し
い
品
種
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
花
は
「
ピ

ー
ス
（Peace

）」「
ブ
ル
ー
ム
ー
ン
（B

lue M
oon

）」「
パ
パ
メ
イ
ア
ン
（Papa 

M
eilland

）
な
ど
の
名
前
を
つ
け
ら
れ
、
園
芸
店
で
売
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
個
々
の
園
芸
品
種
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
た
だ
、
十
八
世
紀

末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
そ
の
よ
う
な
園
芸
品
種
を
生
み
出
す
過
程
に
、
革

命
的
と
も
言
え
る
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
変
化
の
意
義
に
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つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。「
バ
ラ
革
命
」
と
も
言
う
べ
き
こ
の

で
き
ご
と
に
は
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
野
生
バ
ラ
の
品
種
が
関
わ
っ
て
い
た
。

﹇
バ
ラ
革
命
以
前
の
バ
ラ
﹈

　

ま
ず
、「
バ
ラ
革
命
」
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
た
バ
ラ
の
品
種
を
確
認
し

て
お
こ
う
。『
庭
の
花
木
と
そ
の
歴
史
（G

arden Shrubs and their H
istories

）』

を
描
い
た
ア
リ
ス
・
M･
コ
ー
ツ
と
、『
植
物
の
起
源
（T

he O
rigin of P

lants

）』

の
著
者
マ
ギ
ー
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
＝
カ
ル
ヴ
ァ
ー
（M

aggie C
am

pbell-C
ulver

）
に

よ
る
と
、
中
世
か
ら
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ラ
ー
ド
の
時
代
に
至
る
ま
で
に
英
国
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
園
芸
バ
ラ
は
、
次
の
五
つ
の
系
統
の
バ
ラ
だ
っ
た
。（
表
3
参
照
）

　

表
3
中
の
「
薬
剤
師
の
バ
ラ
」
の
別
名
の
あ
る
ガ
リ
カ
・
ロ
ー
ズ
は
、
学

名
を
ロ
ー
ザ
・
ガ
リ
カ
・
ヴ
ァ
ル
・
オ
フ
ィ
キ
ナ
リ
ス
（R

osa gallica var. 

offi cinalis

）
と
い
う
が
、
オ
フ
ィ
キ
ナ
リ
ス
と
は
ラ
テ
ン
語
で
「
薬
剤
師
」
を
意

味
す
る
。
こ
の
バ
ラ
は
薬
草
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、「
キ

ャ
ベ
ツ
・
バ
ラ
」
は
キ
ャ
ベ
ツ
の
葉
の
よ
う
に
花
弁
が
多
い
の
で
そ
う
呼
ば
れ
て

い
た
。
こ
れ
を
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
バ
ラ
の
表
（
表
2
）
と
比
べ
て
み
る
と
、
基
本
的

に
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
表
3
に
あ
る
バ
ラ
で
、
プ
リ
ニ

ウ
ス
の
時
代
に
な
か
っ
た
の
は
、
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
（R

osa m
oschata

）
と
ケ
ン

テ
ィ
フ
ォ
ー
リ
ア
・
ム
ス
コ
ー
ザ
（R

osa centifolia‘M
uscosa’

）
で
あ
る
。

　
「
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
（
麝
香
バ
ラ
）」
は
、シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
真
夏
の
夜
の
夢
』

に
も
あ
る
よ
う
に
、
蔓
バ
ラ
で
、
西
ア
ジ
ア
原
産
だ
が
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
＝
カ
ル
ヴ

ァ
ー
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
入
っ
て
来
た
の
は
一
五
九
〇
年
だ
と
い
う
。
別
名
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表 3：ジョン・ジェラードの時代（十七世紀）のイギリスのバラ

ガリカ・ローズ
Rosa gallica var.

　　officinalis

マスク・ローズ
Rosa moschata

ダマスク・ローズ
Rosa damascena

ローズ・アルバ
Rosa x alba

ケンティフォーリア・
　　ムスコーザ
Rosa x centifolia

　　‘Muscosa’

French rose

Rose of Provence*

Musk Rose

Damask Rose

White Rose

Centifolia

Cabbage Rose

Common Moss

　　Rose

Provence Rose*

赤・芳香

白・麝香
の香り
芳香
白・ピンク
　　白

花びらの
数が多い
芳香

フランス
南欧・
西アジア
西アジア

中東アジア

南フランス

名前と学名 英語名 色・香り 原産地
英国に伝
来した年

1590

1573

1580

用途・特徴

Maggie Campbell-Culver, The Origin of Plants, p.61. および、
Alice M. Coats, Garden Shrubs and their Histories, pp.293-98 より作成。

ポプリ･ジャム
別名「薬剤師のバラ」

つるバラ

バラ油

ヨーク家の白バラ
Rosa canina と Rosa 

damascenaの雑種
苔バラ（モス・ローズ）
別名「キャベツ・バラ」
新参だが、19 世紀に
は最高の評価を得て
いたバラ
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キ
ャ
ベ
ツ
・
バ
ラ
と
い
う
名
前
は
、
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
や
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
花
び
ら

が
百
枚
あ
る
と
い
う
「
百
弁
バ
ラ
」
を
思
わ
せ
る
が
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
「
百
弁
バ

ラ
」
は
ダ
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
大
場
説
）。
ア
リ
ス
・
コ
ー

ツ
も
、
キ
ャ
べ
ツ
・
バ
ラ
、
つ
ま
り
、
ケ
ン
テ
ィ
フ
ォ
ー
リ
ア
・
ム
ス
コ
ー
ザ
は

ダ
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
と
は
異
な
り
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
「
百
弁
バ
ラ
」
と
は
別
種
だ

と
述
べ
て
い
る（
49
）。

一
般
に
野
バ
ラ
は
花
弁
が
五
枚
し
か
な
い
が
、
園
芸
種
は
花
弁

が
多
い
。
花
弁
が
多
い
ほ
ど
美
し
い
と
感
じ
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
か
ら
、「
百
枚

も
花
び
ら
が
あ
る
バ
ラ
」も「
キ
ャ
ベ
ツ
の
葉
の
よ
う
に
花
び
ら
の
多
い
バ
ラ
」も
、

単
に
理
想
的
な
バ
ラ
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ガ
リ
カ
・
ロ
ー
ズ
と
ケ
ン

テ
ィ
フ
ォ
ー
リ
ア
の
別
名
が
共
に
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
バ
ラ
で
あ
る
の
は
紛
ら
わ

し
い
が（
表
3
＊
印
参
照
）、ど
ち
ら
の
花
も
香
水
の
原
料
と
し
て
南
フ
ラ
ン
ス
で
、

ロ
ー
マ
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
大
量
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
た
め
に
混
同
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
時
代
か
ら
薔
薇
油
の
材
料
と
し
て
盛
ん
に
使
わ
れ

て
い
た
「
ダ
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
」
の
、
イ
ギ
リ
ス
伝
来
が
一
五
七
三
年
と
い
う
の

も
興
味
深
い
。

　

ア
リ
ス
・
コ
ー
ツ
と
キ
ャ
ン
ベ
ル
＝
カ
ル
ヴ
ァ
ー
が
共
に
、
十
七
世
紀
の
イ
ギ

リ
ス
に
は
五
つ
の
系
統
の
バ
ラ
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
大
場
秀
章

氏
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
十
九
世
紀
初
頭
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
バ
ラ
は
、
わ
ず
か
に

四
種
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（
50
）。（

表
4
参
照
）

　

ガ
リ
カ
・
ロ
ー
ズ
、
ロ
ー
ズ
・
ア
ル
バ
、
ダ
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
、
キ
ャ
ベ
ジ
・

ロ
ー
ズ
（R

osa centifolia

）
ま
で
は
ア
リ
ス
・
コ
ー
ツ
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
＝
カ
ル
ヴ

ァ
ー
と
同
じ
だ
が
、大
場
説
で
は
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
が
入
っ
て
い
な
い
。キ
ャ
べ
ジ
・
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表 4：十九世紀初頭のヨーロッパで栽培されていたバラ

ローザ・ガリカ
Rosa gallica

ローザ・アルバ
Rosa alba L.

ダマスク・ローズ
Rosa damascena Mill.

キャベジ・ローズ
Rosa centifolia L.

French rose

Rose of Provence

White rose

Damask rose

Centifolia

Cabbage rose

Provence rose

赤・濃ピンク
プリニウスの
燃えるような
赤？
乳白色・
淡ピンク

八重咲き、
ピンクまたは
白。花は垂れ
下がる。
花びらが多く、
八重咲き

西アジア・
コーカサス
地方

名前・学名 英語名 色・香り 原産地 特徴

大場秀章『バラの誕生』57 頁、および 64－91 頁より作成。
＊オータム・ダマスクはガリカ・ローズとローザ・モスカータの交雑種。

バラ中のバラ
和名フランス・バラ
薬剤師のバラ

R.corymbifera とダマスク・
ローズまたはイヌバラの
交雑種か？ボッチチェリ
「ヴィーナス誕生」のバラ
秋に返り咲くオータム・
ダマスクバラもある＊。
ローザ・ガリカと Rosa 

phoeniciaの交雑種。
由来がわからない。
15 世紀末オランダに生ま
れた新しい園芸バラか。
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ロ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
十
五
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
に
生
ま
れ
た
園
芸
バ
ラ
か
、
と
し
て

い
る
の
が
、
注
目
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
・
コ
ー
ツ
は
こ
の
バ
ラ
を
「
新
参
者
の
成
り

上
が
り
の
バ
ラ
（upstart （
51
））」

と
呼
ん
で
い
る
。
他
の
バ
ラ
が
少
な
く
と
も
二
千

年
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
キ
ャ
ベ
ジ
・
ロ
ー
ズ
は
た
か
だ
か
四
百

年
の
歴
史
し
か
な
い
か
ら
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
ギ

リ
シ
ア･

ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら
あ
る
ガ
リ
カ
・
ロ
ー
ズ
、
ロ
ー
ズ
・
ア
ル
バ
、
ダ

マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
に
、
キ
ャ
ベ
ジ
・
ロ
ー
ズ
の
四
系
統
、
そ
れ
に
マ
ス
ク
・
ロ
ー

ズ
を
加
え
て
も
、
せ
い
ぜ
い
五
系
統
の
バ
ラ
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
四
系
統
、
あ
る
い
は
五
系
統
の
栽
培
バ
ラ
の
他
に
、
も
ち
ろ
ん
、
野
生

バ
ラ
の
系
統
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
野
生
バ
ラ
は
、
イ
ヌ
バ
ラ
（D

og rose, R
ose 

canina

）、
エ
グ
ラ
ン
タ
イ
ン
（eglantine
）、
イ
バ
ラ
（brier

）
な
ど
だ
が
、
大

場
氏
に
よ
る
と
、バ
ラ
の
野
生
種
は
世
界
に
一
〇
〇
以
上
あ
る
と
い
う（
52
）。

し
か
し
、

そ
れ
ら
野
バ
ラ
と
古
く
か
ら
あ
る
バ
ラ
、
そ
の
他
交
雑
種
、
園
芸
バ
ラ
も
含
め
、

バ
ラ
革
命
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ラ
は
、
す
べ
て
一
季
咲
き
で
あ
っ
た
。
テ
オ

フ
ラ
ス
ト
ス
や
ジ
ェ
ラ
ー
ド
が
バ
ラ
と
呼
ん
で
い
た
花
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
ロ

バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
が
歌
っ
た
バ
ラ
は
、
一
年
の
う
ち
、
夏
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
の

期
間
し
か
開
花
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
ラ
は
花
期
が
短
い
が
ゆ
え
に
、
は
か

な
く
、「
間
に
合
う
う
ち
に
、
薔
薇
の
蕾
を
摘
む
が
い
い
―
―
こ
こ
に
咲
く
こ
の

花
も
明
日
は
枯
れ
る
の
だ
」
と
歌
わ
れ
た
。（
唯
一
の
例
外
は
オ
ー
タ
ム
・
ダ
マ

ス
ク
・
ロ
ー
ズ
で
あ
る
。
こ
れ
は
ガ
リ
カ
・
ロ
ー
ズ
と
ロ
ー
サ
・
モ
ス
カ
ー
タ
の

交
雑
種
で
、
秋
に
返
り
咲
く
性
質
を
持
っ
て
い
た
）
そ
こ
に
十
八
世
紀
の
末
頃
に

な
っ
て
現
れ
た
の
が
、
中
国
か
ら
来
た
庚
申
バ
ラ
（R

osa chinensis

）
で
あ
る
。

こ
の
画
期
的
な
バ
ラ
は
四
季
咲
き
の
性
質
を
持
っ
て
い
た
。

　

中
国
か
ら
来
た
庚
申
バ
ラ
は
、
欧
州
で
は
「
ベ
ン
ガ
ル
・
ロ
ー
ズ
（B

engal 

rose

）」
と
も
「
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ー
ズ
（C

hina rose

）」
と
も
呼
ば
れ
た
。
中
国
か

ら
イ
ン
ド
を
経
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
、
イ
ン
ド
か
ら
来
た
バ
ラ

と
誤
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
バ
ラ
は
、
お
茶
と
一
緒
に
中
国
か
ら
イ
ン
ド
経

由
で
運
ば
れ
た
。
ベ
ン
ガ
ル
州
は
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
庚
申
バ
ラ
の
「
庚
申
」
と
は
干
支
の
「
か
の
え
さ
る
」
の
こ
と
で
、
庚

申
の
日
の
あ
る
月
、
つ
ま
り
六
〇
日
に
一
度
は
花
が
咲
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
咲
く
、四
季
咲
き
性
の
品
種
と
交
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ラ
は
現
在
の
よ
う
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
楽
し
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
今
、
我
々
の
身
近
に
あ
る
バ
ラ
は
初
夏
に
花
開
い
た
後
、（
気
温
さ
え
高

す
ぎ
な
け
れ
ば
）
夏
中
花
を
つ
け
、
秋
に
も
ま
た
花
が
咲
く
。
こ
れ
も
庚
申
バ
ラ

の
四
季
咲
き
の
性
質
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ラ
は
、
赤
い
バ
ラ
と
は
言
っ
て
も
、
ピ
ン
ク
系
あ
る

い
は
紫
系
の
赤
で
、
鮮
や
か
な
「
紅
く
れ
な
い」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
花
弁
に
含
ま
れ

て
い
る
「
シ
ア
ニ
ジ
ン
3.5
―
ジ
グ
ル
コ
シ
ド
」
と
い
う
色
素
（
ア
ン
ト
シ
ア
ニ
ン
）

の
し
わ
ざ
で
あ
る
。
こ
の
色
素
は
普
通
ピ
ン
ク
か
ら
紫
の
花
色
を
生
じ
る
か
ら
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
か
ら
来
た
庚
申
バ
ラ
は
「
シ
ア
ニ
ジ
ン
3
―
グ
ル
コ
シ

ド
」
と
い
う
色
素
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
ピ
ン
ク
系
で
も
紫
系
で
も
な
い
、
鮮

や
か
な
目
の
覚
め
る
よ
う
な
赤
で
あ
る（
53
）。

こ
の
鮮
や
か
な
赤
い
バ
ラ
の
導
入
に
よ

り
、新
し
い
鮮
や
か
な
色
の
バ
ラ
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

四
季
咲
き
の
性
質
の
あ
る
、
鮮
や
か
な
赤
色
の
庚
申
バ
ラ
と
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
多
彩
な
、
四
季
咲
き
の
品
種
を
人
工
的
に
生
み
出

す
道
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
野
生
種
や
そ
の
枝
変

わ
り
、
自
然
交
配
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
雑
種
か
ら
な
る
四
、
な
い
し
は
五
系
統
し

か
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ラ
に
、
こ
れ
以
後
、
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
数
多

く
の
系
統
の
バ
ラ
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
、
栽
培
バ
ラ
の
主

な
系
統
は
三
十
一
系
統
あ
り（
54
）、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
数
多
く
の
多
彩
な
園
芸
品
種
が

生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
、
交
配
技
術
の
目
覚
し
い
進
歩
が
背

景
に
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
中
国
バ
ラ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ･

バ
ラ
の
人
工
交
配
に
よ
る
最
初
の
バ
ラ
が
生
ま
れ
た
の
は
、
一
八
六
七
年
の
こ
と

で
あ
る（
55
）。

こ
の
時
を
境
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ラ
は
大
き
く
姿
・
形
を
変
え
、
バ
ラ

の
栽
培
は
、
技
術
的
に
も
、
大
き
な
変
革
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ま

さ
に
バ
ラ
栽
培
の
革
命
と
言
う
べ
き
出
来
事
だ
っ
た
。
現
在
、
バ
ラ
は
こ
の
年
、

一
八
六
七
年
を
も
っ
て
二
つ
に
大
別
し
、
そ
れ
以
前
の
バ
ラ
を
オ
ー
ル
ド
・
ロ
ー

ズ
、
そ
れ
以
後
の
バ
ラ
を
モ
ダ
ー
ン
・
ロ
ー
ズ
と
呼
ん
で
い
る
。（
続
く
）

　

注

（
1
）
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
十
一
月
二
二
日
に
大
阪
市
鶴
見
緑
地
公
園
「
咲
く
や
こ
の
花
館
」

で
行
わ
れ
た
フ
ラ
ワ
ー
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
ー
主
催
の
園
芸
セ
ミ
ナ
ー
で
講
演
し
た
も
の
を
、

発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）『
園
芸
植
物
大
辞
典
』
4
（
小
学
館
、
一
九
八
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）
バ
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項
参
照
。

（
3
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標
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植
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一
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頁
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om
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二
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〇
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頁
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（
7
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た
と
え
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行
目
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om
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obert Fagles 

（Penguin B
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。

（
14
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
10
「
小
品
集
」（
岩
波
書
店
、

一
九
六
九
、一
九
九
四
）
十
五
頁
。

（
15
）T

heophrastus, E
nquiry into P

lants

（H
arvard U

niversity Press, 1916, 1968

）, p.39. 
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史
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P
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史
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文
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史
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史
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32
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w
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（
33
）S
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andsberg, T

he M
edieval G
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 P

ress, 1995
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C
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（
34
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は
じ
め
て
学
ぶ
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
〇
二
）
二
三
〜
七
頁
。

（
35
）John G

erard, T
he H

erball or G
eneral H

istorie of P
lants, B

ook3, p.1077. 

　

原
文
は
以
下
の
通
り
。T

he plant of R
oses, though it be a shrub full of prickles, yet it 

had beene m
ore fi t and convenient to have placed it w

ith the m
ost glorious fl ow

ers of 

the w
orlde, than to insert the fam

e here am
ong base and thornie shrubs: for the R

ose 

doth deserve the chiefest and m
ost principall place am

ong all fl ow
ers w

hatsoever, 

being not onely esteem
ed for his beautie, vertues, and his fl agrant and odoriferous 

sm
ell; but also because it is the honor and ornam

ent of our E
nglish Scepter, as by the 

conjunction appeereth in the uniting of those tw
o m

ost royall houses of L
ancaster 

and Y
orke.（sic

）

（
36
）
A
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
花
々
と
の
出
会
い
』
九
七
〜
一
〇
二
頁
。O

D
N

B
, see John 

G
erard.

（
37
）
た
と
え
ば
、実
を
結
ぶ
と
そ
こ
か
ら
黒
雁
（barnacle goose

）
と
い
う
鳥
が
飛
び
出
す
、

伝
説
上
の
木
（
バ
ー
ナ
ク
ル
・
ツ
リ
ー
）
が
実
在
す
る
と
断
言
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
38
）
バ
ラ
は
よ
く
英
国
の
国
花
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ

ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

国
花
を
決
め
て
い
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
国
花
は

そ
れ
ぞ
れ
コ
メ
ツ
ブ
ツ
メ
ク
サ（sham

rock

）、ア
ザ
ミ（thistle

）、ラ
ッ
パ
水
仙（daffodil

）

で
あ
り
、
バ
ラ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
花
で
あ
る
。

（
39
）
A
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
花
々
と
の
出
会
い
』
七
四
頁
。M

aggie C
am

pbell-C
ulver, 

T
he O

rigin of P
lants

（T
ransw

orld Publishers, 2004

）, pp.133-134.

（
40
）A

lice M
. C

oats, G
arden Shrubs and their H

istories （V
ista B

ooks, 1963

）, pp.292-

3. 

A
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
花
々
と
の
出
会
い
』
七
五
頁
。

（
41
）
現
在
も
ロ
ン
ド
ン
塔
の
ヨ
ー
マ
ン
衛
士
の
制
服
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
。

（
42
）
中
尾
佐
助
『
花
と
木
の
文
化
史
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
）
六
八
〜
九
頁
。

（
43
）
同
じ
主
題
の
詩
が
こ
の
時
期
に
多
く
書
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、E

dm
und Spenser

のT
he F

airie Q
ueene

（1590-96, 1609

）
のⅡ

. X
ii.74-5

で
、
一
般
に‘T

he Song of the 

R
ose ’

と
呼
ば
れ
て
い
る
箇
所
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

（
44
）W

illiam
 B

lake, Song of E
xperience

（1794

）.
（
45
）
苔
バ
ラ
（M

oss rose

）
は
ケ
ン
テ
ィ
フ
ォ
ー
リ
ア
種
の
一
種
で
、
萼
に
小
さ
な
棘
が

密
集
し
て
生
え
、
苔
の
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
。

（
46
）
こ
の
歌
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。
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G
oodbye E

ngland ’s rose
　
　

M
ay you ever grow

 in our hearts
　
　

Y
ou w

ere the grace that placed itself

　
　

W
here lives w

ere torn apart

　
　

Y
ou called out to our country

　
　

A
nd you w

hispered to those in pain

　
　

N
ow

 you belong to heaven

　
　

A
nd the stars spell out your nam

e

　
　
（C

horus

）

　
　

A
nd it seem

s to m
e you lived your life

　
　

L
ike a candle in the w

ind

　
　

N
ever fading w

ith the sunset

　
　

W
hen the rain set in

　
　

A
nd your footsteps w

ill alw
ays fall here

　
　

A
long E

ngland ’s greenest hills

　
　

Y
our candle ’s burned out long before

　
　

Y
our legend ever w

ill

　

こ
の
歌
は
エ
ル
ト
ン
・
ジ
ョ
ン
が
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
（M

arilyn M
onroe

）
の
た

め
に
作
っ
た
歌
を
、
ダ
イ
ア
ナ
妃
の
突
然
の
死
に
合
わ
せ
て
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

‘G
oodbye N

orm
a Jean ’

の
部
分
が
、‘G

oodbye E
ngland ’s rose ’

と
改
め
ら
れ
た
。（N

orm
a 

Jean

は
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
の
本 

名
）

（
47
）
大
場
秀
章
『
バ
ラ
の
誕
生
』
四
四
頁
。

（
48
）
日
本
ば
ら
会
『
は
じ
め
て
の
バ
ラ
づ
く
り
』（
成
美
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
四
頁
。

（
49
）A

lice M
. C

oats, G
arden Shrubs and their H

istories, p.297.

（
50
）
大
場
秀
章
『
バ
ラ
の
誕
生
』
五
七
頁
。
お
よ
び
六
四
〜
九
一
頁
。

（
51
）A

lice M
. C

oats, G
arden Shrubs and their H

istories, p.297.

（
52
）
大
場
秀
章
『
バ
ラ
の
誕
生
』
五
六
頁
。

（
53
）
御
坐
由
紀
「
赤
い
バ
ラ
の
起
源
」
N 

H 

K
テ
レ
ビ
テ
キ
ス
ト
『
趣
味
の
園
芸
』

二
〇
〇
九
年
五
月
号
、
三
七
頁
。

（
54
）
日
本
ば
ら
会
『
は
じ
め
て
の
バ
ラ
づ
く
り
』
七
頁
。
系
統
図
参
照
。

（
55
）
一
八
〇
〇
年
と
す
る
説
も
あ
る
。
大
場
秀
章
『
バ
ラ
の
誕
生
』
九
七
〜
八
頁
参
照
。
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The Origin of Roses :

A Brief History of the Culture and Cultivation of the ‘Flower of Flowers’

Mari NAKAO

　This paper is intended as the first part of a history of roses which will include their cultivation and the cultures 

surrounding roses in both the western（Britain and Europe）and eastern（China and Japan）parts of the world. 

European old roses, especially those in Britain, are treated here and the rest will be taken up in the next issue.

　In Greek and Roman eras, roses were used in medicine, for their oil and their petals. Under Christianity, roses gained 

a mystical meaning and were used as religious symbols. In Britain, a rose was chosen as the emblem of England and the 

strife between the two royal houses of York and Lancaster is known as the Wars of the Roses. Roses, however, have been 

much loved by ordinary folks, too. And poets such as Shakespeare and Burns, praised them in their memorable lines.

　Roses easily hybridize. But in spite of their long history of cultivation, until the 19th century, the number of species 

of garden roses had not changed since the days of Theophrastus and Pliny. There were fi ve ancestor roses in Europe, 

the Rosa gallica, Rosa alba, Musk rose, Damask rose and Rosa Centifolia（cabbage rose）. The arrival of the repeat-

fl owering China rose at the end of the 18th century revolutionized rose cultivation in Europe. 
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