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ナ
ザ
レ
派
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容

 

―
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュタ
イ
ン
レ《
絵
画
芸
術
の
寓
意
》を
中
心
に
―

尾
　
関
　
　
　
幸

は
じ
め
に

絵
画
、
彫
刻
、
建
築
と
い
っ
た
諸
芸
術
の
各
分
野
を
擬
人
像
に
託
し
、

い
わ
ば
「
描
か
れ
た
芸
術
論
」
と
す
る
絵
画
作
品
は
、
芸
術
の
制
度
化
が

進
ん
だ
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
あ
る
い

は
彫
刻
に
お
い
て
広
汎
な
主
題
群
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
動
き
は

十
八
世
紀
の
後
半
に
は
一
旦
沈
静
化
し
た
か
に
見
え
た
が
、
十
九
世
紀
に

入
っ
て
芸
術
家
の
神
格
化
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、「
芸
術
」
自
体

を
主
題
と
す
る
芸
術
作
品
に
お
い
て
、
再
び
流
行
の
兆
し
を
見
せ
る
。
ナ

ザ
レ
派
の
画
家
た
ち
も
ま
た
、
新
し
い
ド
イ
ツ
絵
画
の
創
設
を
目
指
す
中

で
、
こ
う
し
た
主
題
を
積
極
的
に
作
品
に
採
り
入
れ
て
い
る
。

ウ
ィ
ー
ン
の
画
家
エ
ド
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
（
一
八
一
〇

〜
一
八
八
七
）
が
一
八
二
八
年
に
あ
ら
わ
し
た
《
絵
画
芸
術
の
寓
意
》（
図

1
）
と
呼
ば
れ
る
素
描
作
品
は
、
こ
う
し
た
主
題
の
系
譜
に
連
な
る
も
の

で
あ
る
。
現
在
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
個
人
蔵
に
あ
る
こ
の
素
描
の
制
作
の
経
緯

図 1　エドワルト・フォン・シュタインレ
 《絵画芸術の寓意》1828年
 ミュンヘン　個人蔵
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は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
周
囲
の
囲
み
枠
や
鋭
い
ハ
ッ
チ
ン
グ
の
描
線
、

ま
た
縦
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
非
常

に
小
さ
い
サ
イ
ズ
か
ら
は
、何
ら
か
の
印
刷
物
（
版
画
）
の
形
式
を
模
し
て
、

或
い
は
版
画
と
し
て
の
出
版
を
念
頭
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
一
八
二
八
年
は
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
没
後
三
百
年

が
ド
イ
ツ
各
地
で
盛
大
に
祝
わ
れ
た
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る

1
。
頬
杖
を

つ
い
て
座
る
、
い
わ
ゆ
る
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
の
姿
勢
や
、
コ
ン
パ
ス
な

ど
の
幾
何
学
の
道
具
な
ど
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
祭
に
何
ら
か

の
形
で
寄
与
す
る
た
め
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
Ｉ
》（
図
2
）

に
対
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

デ
ュ
ー
ラ
ー
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
と
と
も
に
、
ナ
ザ
レ
派
の
画
家
た
ち
に
と

っ
て
規
範
的
存
在
で
あ
っ
た
。
ナ
ザ
レ
派
草
創
期
の
代
表
的
存
在
と
目
さ

れ
る
フ
ラ
ン
ツ
・
プ
フ
ォ
ル
は
、
実
際
に
古
ド
イ
ツ
美
術
の
版
画
を
よ
く

研
究
し
て
お
り
、
そ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
硬
質
な
線
描
や
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー

ル
的
な
細
密
描
写
は
「
古
ド
イ
ツ
美
術
」
と
の
親
和
性
を
よ
く
示
し
て
い

る
2
。
し
か
し
プ
フ
ォ
ル
の
没
後
、
ナ
ザ
レ
派
の
絵
画
制
作
の
大
勢
に
お

い
て
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
要
素
」
は
急
速
に
後
退
し
、
代
わ
っ
て
ラ
フ
ァ
エ

ロ
的
な
、
後
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
派
へ
と
継
承
さ
れ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
画
風
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
。

そ
う
し
た
中
で
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
祭
と
い
う
契
機
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ナ

ザ
レ
派
の
活
動
の
最
盛
期
を
と
う
に
過
ぎ
た
一
八
二
八
年
と
い
う
時
期
に
、

絵
画
芸
術
の
寓
意
を
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
I
》
に
重
ね
る

シ
ュ
タ
イ
ン
レ
の
表
現
の
特
異
性
に
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
一

旦
放
棄
さ
れ
た
か
に
見
え
た
規
範
と
し
て
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
、
実
は
よ
り

深
い
と
こ
ろ
で
、
ナ
ザ
レ
派
芸
術
を
規
定
す
る
原
理
と
し
て
生
き
続
け
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
作
品

を
起
点
と
し
、
ナ
ザ
レ
派
の
画
家
た
ち
が
自
ら
に
課
し
た
二
つ
の
使
命
、

す
な
わ
ち
「
芸
術
家
」
と
「
預
言
者
」
の
発
生
と
広
が
り
を
追
う
こ
と
に

よ
り
、
ナ
ザ
レ
派
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
の
特
質
を
解
き
明
か
す
試

み
で
あ
る
。

図 2　アルブレヒト・デューラー
 《メレンコリアＩ》1514年　銅版画
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ナザレ派におけるデューラー受容

１　

文
学
的
先
駆
者

ナ
ザ
レ
派
の
芸
術
世
界
に
お
け
る
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
像
」
の
形
成
は
、

十
九
世
紀
の
始
ま
り
を
目
前
に
書
か
れ
た
芸
術
教
養
小
説
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン

ロ
ー
ダ
ー
の
『
芸
術
を
愛
す
る
一
修
道
僧
の
真
情
の
披
歴
』
お
よ
び
ル
ー

ト
ヴ
ィ
ヒ
・
テ
ィ
ー
ク
の
『
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
バ
ル
ト
の
遍
歴
』

を
嚆
矢
と
し
て
、
極
め
て
観
念
的
な
形
で
は
じ
ま
っ
て
い
る

3
。

ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
―
は
早
世
し
た
た
め
に
自
身
で
は
作
品
を
脱
稿
し

え
ず
、
ま
た
テ
ィ
ー
ク
の
作
品
も
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
特
に
後
者
は
、

発
表
当
時
か
ら
ゲ
ー
テ
の
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
の
焼
き
直

し
と
受
け
取
ら
れ
、
そ
の
感
傷
性
、
未
完
成
度
及
び
「
模
倣
的
性
格
」
か

ら
、
そ
の
文
学
作
品
と
し
て
の
評
価
は
現
在
に
至
る
ま
で
分
か
れ
て
い
る

が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
激
賞
す
る
な
ど
一
部
で
熱
心
な

読
者
を
生
ん
だ

4
。
放
浪
や
遍
歴
、
中
世
崇
拝
、
隠
棲
生
活
な
ど
、
ロ
マ

ン
派
の
時
代
に
先
駆
け
て
、
ロ
マ
ン
派
的
な
絵
画
イ
メ
ー
ジ
が
ち
り
ば
め

ら
れ
た
作
品
世
界
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
、
秩
序
が
揺
ら
ぎ
始
め
た
ド

イ
ツ
世
界
に
生
き
る
多
感
な
若
者
に
与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。

ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
の
作
品
は
、
十
八
世
紀
末
の
古
典
主
義
美
学

に
飽
き
足
ら
ず
、
古
え
の
巨
匠
の
時
代
に
憧
れ
を
抱
く
修
道
僧
の
独
白

が
、「
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
幻
影
」
あ
る
い
は
「
わ
れ
ら
の
畏
敬
す
べ
き
祖
先
、

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
へ
の
追
慕
」
な
ど
と
題
さ
れ
た
短
い
独
立

し
た
断
片
を
連
ね
る
形
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
テ
ィ
ー
ク
の
作
品
は
、
デ
ュ

ー
ラ
ー
の
架
空
の
弟
子
フ
ラ
ン
ツ
の
遍
歴
物
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら

の
二
作
品
の
主
人
公
の
う
ち
一
人
は
現
代
人
、
も
う
一
人
は
古
ド
イ
ツ
人

で
あ
り
、
ま
た
一
方
は
修
道
院
に
暮
ら
す
内
省
的
存
在
で
あ
り
、
他
方
は

実
際
に
遍
歴
の
渦
中
に
あ
っ
て
様
々
な
体
験
を
重
ね
る
活
動
的
存
在
で
あ

る
。
だ
が
両
者
と
も
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
対
し
て
は
敬
愛
し
つ
つ
も
距
離
を
保

ち
、
一
方
「
祖
先
」
ま
た
は
「
師
」
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
対
し
て
は
強
い
親
愛

の
情
を
示
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
―
の
主
人
公
が
夢
の
中
で
美
術
館
を
訪
れ
る
名
高

い
情
景
が
あ
る
。

…
…
大
き
な
広
間
は
、
あ
る
奇
異
な
光
で
照
ら
さ
れ
て
い
て
、
多
く

の
絵
の
前
に
、
そ
の
絵
を
描
い
た
畏
敬
す
べ
き
巨
匠
た
ち
が
、
ま
る

で
現
身
の
姿
で
、
ま
た
絵
の
中
で
見
た
こ
と
の
あ
る
衣
服
を
つ
け
て

た
っ
て
い
た
。
…
…（
中
略
）…
…
す
べ
て
の
画
家
た
ち
か
ら
離
れ
て
、

ラ
フ
ァ
エ
ロ
と
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
互
ひ
に
手
を
と
り

あ
っ
て
、
現
身
の
よ
う
に
私
の
目
の
前
に
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
親

し
く
心
を
通
わ
せ
、
黙
っ
た
ま
ま
同
じ
処
に
か
か
っ
て
い
る
彼
ら
の

絵
を
見
守
っ
て
い
た
。
神
々
し
い
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
呼
び
か
け
る
勇
気

を
私
は
持
た
な
か
っ
た
。
と
い
ふ
の
は
、
心
ひ
そ
か
な
恭
し
い
畏
敬

の
念
が
私
の
唇
を
閉
ざ
し
た
の
だ
。
し
か
し
親
愛
な
る
ア
ル
ブ
レ
ヒ

ト
に
そ
の
時
挨
拶
し
、
私
の
愛
を
彼
の
前
に
打
ち
明
け
よ
う
と
思
っ

た
。
―
が
、
そ
の
瞬
間
に
、
一
度
ど
よ
め
い
た
か
と
思
う
と
、
私
の

目
の
前
の
す
べ
て
の
人
影
は
も
つ
れ
み
だ
れ
た
。
そ
れ
で
私
は
は
げ

し
く
胸
打
た
れ
て
目
覚
め
た
の
で
あ
る
。5
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デ
ュ
ー
ラ
ー
に
話
し
か
け
よ
う
と
し
て
果
た
さ
な
か
っ
た
画
僧
の
夢
は
、

テ
ィ
ー
ク
の
主
人
公
、
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
更
に

紡
が
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
作
中
人
物
と
し
て
登
場
し
、

長
文
の
手
紙
で
フ
ラ
ン
ツ
に
教
え
を
授
け
る
ば
か
り
か

6
、
レ
イ
デ
ン

の
画
家
ル
ー
カ
ス
の
も
と
に
滞
在
中
の
弟
子
を
追
っ
て
き
た
り
も
す
る

7
。

こ
の
師
弟
の
再
会
場
面
で
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
月
明
か
り
の
中
を
逍
遥
し

つ
つ
、フ
ラ
ン
ツ
に
向
か
っ
て
自
ら「
私
の
友
よ
」と
呼
び
か
け
、ま
た「
お

ま
え
は
私
に
と
っ
て
唯
一
の
存
在
だ
」
と
友
情
を
告
白
す
る
。
フ
ラ
ン
ツ

は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
弟
子
で
あ
る
以
上
に
、
そ
の
魂
の
後
継
者
な
の
で
あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
物
語
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
て
さ
え
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は

遠
く
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ

る
（
物
語
自
体
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
死
の
翌
年
一
五
二
一
年
に
始
ま
っ
て
い

る
）8
。

両
作
品
の
通
奏
低
音
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
へ
の
、
イ
タ

リ
ア
美
術
へ
の
ド
イ
ツ
人
の
立
場
か
ら
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
そ
の
ド

イ
ツ
的
立
場
を
集
約
す
る
存
在
と
し
て
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
使
わ
れ
て
い
る
の

だ
が
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
も
テ
ィ
ー
ク
も
、
現
実
に
は
デ
ュ
ー
ラ
ー

を
初
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
古
ド
イ
ツ
」
の
美
術
を
深
く
は
知
ら
な
か
っ

た
。
彼
ら
の
考
え
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
観
念
的
な
存
在
で
あ
り
、
歴
史
的
な

実
在
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
面
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
二
作
品

に
お
け
る
「
偉
大
な
る
先
達
デ
ュ
ー
ラ
ー
」
と
い
っ
た
位
置
づ
け
は
ナ
ザ

レ
派
の
画
家
た
ち
の
姿
勢
に
受
け
継
が
れ
て
行
く
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
ド

イ
ツ
人
的
特
質
と
考
え
ら
れ
た
「
真
実
」
と
「
勤
勉
」
に
裏
付
け
ら
れ
た

敬
虔
な
画
家
と
し
て
、
自
ら
の
存
在
を
裏
付
け
、
正
当
化
す
る
存
在
で
あ

り
、
過
去
に
存
在
し
た
規
範
で
あ
る
以
上
に
、
ド
イ
ツ
絵
画
が
目
指
す
べ

き
未
来
へ
の
予
型
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

２　

聖
会
話
と
し
て
の
「
芸
術
の
寓
意
」

ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
が
叙
述
し
た
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が

手
を
と
り
あ
う
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
ナ
ザ
レ
派
の
画
家
た
ち
が
望
ん
だ
イ
タ

リ
ア
美
術
と
ド
イ
ツ
美
術
の
理
想
的
融
合
を
象
徴
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
へ
と

発
展
し
、
最
終
的
に
は
一
八
二
八
年
に
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
が
完
成
さ
せ

た
《
イ
タ
リ
ア
と
ゲ
ル
マ
ニ
ア
》（
図
3
）
と
い
う
記
念
碑
的
図
像
に
ま

で
昇
華
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
独
自
の
主
題
で
あ
る

「
友
情
像
」
の
金
字
塔
と
目
さ
れ
る
こ
の
作
品
の
、
擬
人
化
さ
れ
た
芸
術

の
寓
意
と
し
て
の
側
面
に
注
目
し
、
そ
の
生
成
過
程
を
検
証
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
特
異
性
は
際
立
っ
て
い
る
。

例
え
ば
同
時
代
に
ア
ン
グ
ル
が
描
い
た
《
ホ
メ
ロ
ス
礼
讃
》（
図
4
）

の
よ
う
な
作
品
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
ア
ン
グ
ル
作
品
は
、
異
教
の
諸
神

が
集
う
さ
な
が
ら
描
か
れ
た
諸
芸
術
の
パ
ン
テ
オ
ン
と
い
っ
た
様
相
を
呈

し
て
お
り
、
そ
の
頂
点
に
君
臨
す
る
の
は
詩
聖
ホ
メ
ロ
ス
で
あ
る
。
翻
っ

て
ナ
ザ
レ
派
の
芸
術
に
お
け
る
こ
う
し
た
主
題
の
作
品
群
は
、
ラ
フ
ァ
エ

ロ
の
聖
母
を
思
わ
せ
る
「
芸
術
の
擬
人
像
」
を
中
心
に
展
開
す
る
聖
会
話
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図 3	 ヨハン・フリードリヒ・オーヴァーベック《イタリアとゲルマニア》1828年
 ミュンヘン、ノイエ・ピナコテーク

図 4　ジャン＝オーギュスト＝ドミニク・アングル《ホメロス礼讃》1827年
 ルーヴル美術館



100

の
形
式
を
起
点
と
し
て
始
ま
る
。
そ
の
際
芸
術
の
擬
人
像
は
同
時
に
キ
リ

ス
ト
教
の
寓
意
で
も
あ
り
、
左
右
に
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
や
ラ
フ
ァ
エ
ロ
と
い

っ
た
芸
術
家
が
、
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
や
預
言
者
達
に
入
り
混
じ
っ

て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

プ
フ
ォ
ル
の
素
描
《
芸
術
の
前
に
跪
く
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
》

（
図
5
）
は
、
こ
う
し
た
図
像
群
の
最
初
期
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

中
央
に
は
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
風
の
衣
装
を
身
に
付
け
た
女
性
像
が

座
し
、
そ
の
右
手
側
に
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
都
市
風
景
を
背
に
し
た
デ

ュ
ー
ラ
ー
が
、
左
手
側
に
は
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
に
象
徴
さ
れ
る
ロ
ー
マ

風
景
を
背
に
し
た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
恭
し
く
跪
い
て
い
る
。
こ
の
図
像
は
美

術
館
と
い
う
芸
術
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
神
殿
で
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ

が
手
を
取
り
合
う
と
い
う
、
先
に
引
用
し
た
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
の
幻

想
を
絵
画
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
美
の
殿
堂
と

し
て
の
美
術
館
は
マ
ド
ン
ナ
風
の
女
性
像
に
凝
縮
さ
れ
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
と

ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
、
各
々
手
を
合
わ
せ
た
り
胸
の
上
に
手
を
置
く
な
ど
明
ら

か
に
礼
拝
の
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
、
小
説
の
よ
う
に
手
を
と
り
あ
う
姿
は

み
ら
れ
な
い
。

そ
の
少
し
後
に
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
が
制
作
し
た
素
描
は
、
ヴ
ァ
ッ
ケ

ン
ロ
ー
ダ
―
の
叙
述
に

よ
り
近
づ
い
て
い
る

（
図
6
）。
こ
こ
で
は
ラ

フ
ァ
エ
ロ
と
デ
ュ
ー
ラ

ー
は
右
手
を
と
り
あ
い
、

左
手
に
は
、
銘
々
の
絵

画
作
品
―
ラ
フ
ァ
エ
ロ

は
聖
母
子
、
デ
ュ
ー
ラ

ー
は
磔
刑
―
が
見
え
る
。

ゴ
シ
ッ
ク
風
の
装
飾
が

施
さ
れ
た
玉
座
に
座
る

擬
人
像
は
、
宝
冠
を
戴

き
、
胸
に
十
字
の
刺
繍

が
施
さ
れ
た
法
衣
の
よ

図 5 1810年のフランツ・プフォルの素描に基づ
くカール・ゲオルク・ホフの版画

 《芸術の前に跪くデューラーとラファエロ》

図 6 《教会の前で手を取り合うデューラーとラフ
ァエロ》1817年　ウィーン、

 アルベルティーナ版画素描館





101

ナザレ派におけるデューラー受容

う
な
衣
裳
を
身
に
つ
け
る
。
跪
く
デ
ュ

ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

樫
と
月
桂
樹
の
葉
で
で
き
た
冠
を
戴
い

て
い
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
祭
で
使
用
す
る

透
明
画
の
下
絵
と
し
て
描
か
れ
た
こ
の

鉛
筆
画
に
お
い
て
は
、
よ
り
モ
ニ
ュ
メ

ン
タ
ル
か
つ
儀
式
的
な
性
格
が
強
調
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う

9
。

こ
う
し
た
図
像
は
、
フ
ァ
イ
ト
が
シ

ュ
テ
ー
デ
ル
美
術
研
究
所
の
壁
画
に
描

い
た
《
ド
イ
ツ
に
芸
術
を
導
入
す
る
キ

リ
ス
ト
教
》《
イ
タ
リ
ア
》《
ゲ
ル
マ
ニ

ア
》（
図
7
）
の
三
つ
の
パ
ネ
ル
に
分

割
さ
れ
た
表
現
に
い
た
る
ま
で
、
様
々

な
規
模
と
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
、
反

復
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
《
諸
芸
術

に
お
け
る
宗
教
の
勝
利
》（
図
8
）
は
、

そ
の
最
高
峰
と
看
做
さ
れ
る
。
こ
の
作

品
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
《
ア
テ
ネ
の
学

堂
》
お
よ
び
《
聖
体
の
論
議
》
を
範
と

し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
が
、
天
空
で
左

右
に
皇
帝
と
法
王
を
従
え
、
玉
座
に
座

図 7 フィリップ・ファイト《ドイツに芸術を導入するキリスト教》
 《イタリア》《ゲルマニア》　1836年　フランクフルト・アム・マイン
 シュテーデル美術館
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す
の
は
、
や
は
り
聖
母
子
で
あ
る
。
画
面
下
部
に
は
ダ
ン
テ
、
ラ
フ
ァ
エ

ロ
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
、
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
等
の
百
人
を
超
え
る
歴
史
的

人
物
が
群
像
を
な
し
て
い
る
が
、
同
時
代
人
と
し
て
こ
こ
に
列
席
し
て
い

る
の
は
、
聖
ル
カ
兄
弟
団
の
画
家
た
ち
―
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
自
身
、
ペ

ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ァ
イ
ト
の
三
人
の
み
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
過
去
の
偉
大
な
先
人
た
ち
の
後
継
者
で
あ
り
、
未
来

の
芸
術
を
担
う
唯
一
の
存
在
が
、
聖
ル
カ
兄
弟
団
で
あ
る
と
い
う
オ
ー
ヴ

ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
使
命
感
お
よ
び
自
意
識
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

３　

メ
ラ
ン
コ
リ
ア
と
し
て
の
芸
術
像

以
上
の
議
論
の
中
で
、
ナ
ザ
レ
派
の
芸
術
観
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば

キ
リ
ス
ト
教
と
芸
術
の
擬
人
像
が
同
一
視
さ
れ
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
聖
母
の

姿
を
そ
こ
に
重
ね
る
こ
と
で
、
芸
術
そ
の
も
の
が
崇
拝
の
対
象
と
し
て
表

現
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
う
し
た
中
、「
芸
術
」
の
姿
が
ラ

フ
ァ
エ
ロ
の
マ
ド
ン
ナ
以
外
の
美
術
史
上
の
作
例
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
の《
絵
画
芸
術
の
寓
意
》は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。

芸
術
家
の
ア
ト
リ
エ
の
よ
う
な
場
所
で
、
パ
レ
ッ
ト
と
絵
筆
を
手
に
す

る
女
性
像
は
絵
画
芸
術
の
寓
意
「
ピ
ッ
ト
ゥ
ー
ラ
」
で
あ
り
、
ま
た
、
胸

に
施
さ
れ
た
十
字
架
の
模
様
か
ら
、「
宗
教
」
の
擬
人
像
で
も
あ
る
。
し

か
し
、
彼
女
は
パ
レ
ッ
ト
を
手
に
し
な
が
ら
も
、
そ
の
右
手
は
絵
筆
を
と

る
こ
と
は
な
く
頬
に
あ
て
ら
れ
、
そ
の
視
線
は
制
作
中
の
絵
画
で
は
な
く
、

斜
め
上
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
何
か
に
じ
っ
と
聞
き
入
る
よ
う
な
そ
の

姿
は
、
も
の
思
い
に
ふ
け
る
感
傷
的
な
若
者
の
よ
う
で
も
あ
り
、
あ
る
い

は
霊
感
を
待
ち
受
け
る
芸
術
家
の
よ
う
で
も
あ
る
。
右
手
に
は
、
背
に

〈B
IB

LIA
 SA

C
R

A

〉
と
書
か
れ
た
書
物
が
、
ま
た
、
背
後
に
は
同
様
に
背

に
〈H

IST
O

R
IA

〉
と
〈LEG

EN
D

A

〉
と
背
表
紙
に
書
か
れ
た
二
巻
の
書

物
が
見
え
る
。
手
に
し
た
書
物
が
、〈H

IST
O

R
IA

〉
で
も
〈LEG

EN
D

A

〉

で
も
な
い
、〈B

IB
LIA

 SA
C

R
A

〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
強
調
し
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
女
性
像
即
ち
ピ
ッ
ト
ゥ
ー
ラ
に
絵
筆
を
と
ら
せ

て
い
る
の
は
古
典
古
代
の
神
話
や
伝
説
で
は
な
く
、
聖
書
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
足
元
に
は
、
破
壊
さ
れ
た
彫
刻
の

図 8	 オーヴァーベック《諸芸術における宗教の勝利》
 1840年　フランクフルト・アム・マイン
 シュテーデル美術館
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ナザレ派におけるデューラー受容

断
片
が
横
た
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
古
典
古
代
（
異
教
）

の
芸
術
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
の
優
位
を
謳
う
、
こ
の
図
像
の
発
言

を
明
ら
か
に
し
て
い
る

10
。　

こ
こ
で
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
作
品
の
中
で
最
も
名
高
く
、
ま
た
謎
め
い

た
作
品
で
あ
る
《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
Ｉ
》
の
概
要
を
簡
単
に
記
し
て
お
く
。

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
メ
レ
ン
コ
リ
ア
」
は
、
四
体
液
説
の
う
ち
の
一
つ

「
憂
鬱
質
」
を
表
わ
し
、
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
が
司
る
領
域
と
さ
れ
る
。
サ
ト

ゥ
ル
ヌ
ス
は
も
と
ロ
ー
マ
の
農
耕
神
で
あ
り
、
転
じ
て
時
や
自
然
の
サ
イ

ク
ル
を
司
る
神
と
も
な
っ
た
。「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
の
擬
人
的
表
現
で
あ

る
有
翼
の
女
性
像
は
、
左
手
で
頬
付
け
を
つ
き
、
砂
時
計
や
天
秤
と
い
っ

た
も
の
を
背
景
に
、
う
ず
く
ま
る
よ
う
に
し
て
坐
し
て
い
る
。
顔
に
か
か

る
濃
い
影
に
よ
っ
て
そ
の
表
情
は
深
い
憂
愁
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
が
、
顔
の
中
で
大
き
く
見
開
か
れ
た
目
だ
け
が
、
彼
方
の
天

空
を
よ
ぎ
る
天
体
や
虹
を
凝
視
す
る
か
の
よ
う
に
鋭
い
光
を
放
っ
て
い
る
。

多
面
体
や
球
体
、
あ
る
い
は
彼
女
が
手
に
し
て
い
る
コ
ン
パ
ス
が
芸
術
に

お
け
る
「
幾
何
学
」
的
側
面
を
表
わ
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
画
面
下

方
に
置
か
れ
て
い
る
鋸
や
鉋
、
釘
、
鑿
、
釘
と
い
っ
た
工
具
は
芸
術
の
手

工
業
的
側
面
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
難
解
な
図
像
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
ナ
ザ
レ
派
が
活
躍
し
た
十
九

世
紀
前
半
の
時
点
で
ど
の
程
度
進
ん
で
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
デ

ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
芸
術
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
、
孤
独
、
憂
鬱
と
い
っ

た
人
間
の
気
質
と
、
霊
感
を
受
け
る
天
才
芸
術
家
と
の
関
わ
り
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
理
解
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
レ
の
表
現
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
Ｉ
》
の

エ
ッ
セ
ン
ス
、
即
ち
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
表
わ
す
ポ
ー
ズ
と
、
霊
感
を
受
け

る
芸
術
家
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
を
抽
出
し
、
過
去
の
芸
術
を
克
服
し
、
未
来

を
指
し
示
す
新
し
い
宗
教
芸
術
の
寓
意
像
と
し
て
再
生
さ
せ
た
と
い
え
る
。

作
品
に
お
い
て
は
濃
厚
な
ナ
ザ
レ
派
的
感
性
を
示
し
な
が
ら
も
、
シ
ュ

タ
イ
ン
レ
の
ナ
ザ
レ
派
と
の
接
点
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。

シ
ュ
タ
イ
ン
レ
が
生
ま
れ
た
の
は
、
聖
ル
カ
同
盟
が
ロ
ー
マ
に
拠
点
を
移

し
た
直
後
、
一
八
一
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
主
要
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど

は
ウ
ィ
ー
ン
以
外
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
ド
イ
ツ
の
出
身
で
あ
る
の
に
対

し
、
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
は
ウ
ィ
ー
ン
の
生
ま
れ
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
対
カ

ト
リ
ッ
ク
と
い
う
葛
藤
も
経
験
せ
ず
、
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
対
し
反
旗
を

翻
し
た
こ
と
も
な
い
。
銅
版
画
家
で
あ
っ
た
父
の
も
と
で
絵
画
の
手
ほ
ど

き
を
受
け
た
の
ち
、
順
当
に
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
学
び
、
ナ
ザ
レ
派
の
中

核
的
メ
ン
バ
ー
と
接
触
を
も
っ
た
の
は
、
一
八
二
八
年
か
ら
滞
在
し
た
ロ

ー
マ
で
の
数
年
間
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
に
到
着
し
て
か
ら
た

だ
ち
に
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
サ
ー
ク
ル
に
迎
え
ら
れ
、
そ
の
翌
年
に
は

オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
片
腕
と
し
て
ア
ッ
シ
ジ
の
教
会
（
サ
ン
タ
・
マ
リ

ア
・
デ
リ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
）
の
フ
レ
ス
コ
画
の
制
作
に
参
加
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、《
絵
画
芸
術
の
寓
意
》
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
の
画
業
に
お
い
て

最
も
ナ
ザ
レ
派
の
影
響
が
濃
厚
な
時
期
に
描
か
れ
た
と
見
な
し
て
差
し
支

え
な
い
で
あ
ろ
う
。

オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
は
親
子
ほ
ど
も
年

齢
の
離
れ
た
存
在
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
影
響
力
は
一
層
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強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
実
際
、
ペ
ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス

は
、「
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
が
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
模
倣
者
と
な
る
こ
と
は
、

始
め
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
我
々
に
と
っ
て
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク

は
一
人
で
足
り
る
の
だ
」
と
い
う
手
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
ほ
ど
で

あ
る

11
。《
絵
画
芸
術
の
寓
意
》
の
図
像
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
《
メ
レ
ン

コ
リ
ア
Ｉ
》
が
引
用
さ
れ
た
際
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
が
何
ら
か
の
示
唆

を
与
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、
寧
ろ
そ
の
方
が
自
然
で
あ
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ナ
ザ
レ
派
芸
術
の
大
勢
に
お
い
て
は
、
芸
術
の
擬
人
像
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ

の
聖
母
に
託
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
聖
母
に

相
当
す
る
図
像
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
に
求
め
ら
れ
る
時
、
シ
ュ
タ
イ
ン

レ
は
、
お
そ
ら
く
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
》
を
選
び
と
っ

た
の
で
あ
る
。

４　

預
言
者
と
し
て
の
芸
術
家

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
Ｉ
》
を
自
作
に
応
用
し
た
ナ
ザ
レ
派

の
画
家
は
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
プ
フ
ォ
ル
は
、
後
に
オ

ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
《
イ
タ
リ
ア
と
ゲ
ル
マ
ニ
ア
》
に
原
型
的
イ
メ
ー
ジ

を
提
供
し
た
素
描
《
友
情
の
寓
意
》
の
人
物
の
髪
型
や
服
装
、
背
景
の
描

写
に
お
い
て
、
既
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
を
参
照
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る

12
。

し
か
し
な
が
ら
、
極
め
て
知
的
か
つ
難
解
な
内
容
ゆ
え
か
、「
メ
レ
ン
コ

リ
ア
」
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
的
聖
母
像
ほ
ど
の
求
心
力
を
持
ち
え
ず
、
ナ
ザ
レ

派
芸
術
の
性
格
を
決
定
す
る
ほ
ど
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
だ
が
「
霊
感
を
受
け
る
芸
術
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
神
＝

芸
術
の
声
を
聞
く
預
言
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
奏
さ
れ
て
、
ナ
ザ
レ
派

の
絵
画
芸
術
に
広
汎
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、「
聖
会
話
と
し
て
の
芸
術
の
寓
意
」
と
い
う
、
ナ
ザ
レ
派
特

有
の
図
像
表
現
の
特
異
性
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
画
家
の
肖
像

と
新
旧
の
聖
典
に
登
場
す
る
預
言
者
や
聖
人
と
を
同
列
に
扱
う
一
連
の
作

品
群
は
、
彼
ら
が
絵
画
を
、
諸
科
学
の
一
分
野
で
も
、
音
楽
や
文
学
を
含

め
た
諸
芸
術
の
一
分
野
で
も
な
く
、
世
界
の
創
世
を
解
き
明
か
す
聖
典
の

言
葉
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
に
お
い
て

は
、
画
家
と
い
う
職
業
は
、
芸
術
と
い
う
神
の
声
を
預
か
り
、
顕
現
化
す

る
預
言
者
の
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
。
預
言
者
と
し
て
の
芸
術
家
に
は
、

あ
る
特
定
の
時
代
や
地
域
を
示
す
個
性
は
存
在
し
な
い
。
預
言
者
と
は
、

顕
れ
る
時
代
は
異
な
っ
て
も
等
し
く
神
の
言
葉
を
託
さ
れ
る
と
い
う
そ
の

資
質
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
反
復
し
て
顕
れ
る
と
い
う
循
環
的
性
質

を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
世
界
観
は
、
先
に
挙
げ
た
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
―
の
小
説
の

主
人
公
が
画
僧
で
あ
る
と
い
う
設
定
と
も
一
致
す
る
。
ナ
ザ
レ
派
の
画
家

の
多
く
は
、
芸
術
家
は
同
時
に
美
を
つ
か
さ
ど
る
司
祭
で
あ
る
と
い
う
信

念
を
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
と
い
う
形
で
行
動
に
移
し
た
。
こ
う
し
た
行

動
は
彼
ら
の
宗
教
的
情
熱
や
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
示
す
事
実
と
し
て
理
解

さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
は
「
古
ド
イ
ツ
」
の
時
代
へ
の
憧
憬
の
念
を
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表
わ
す
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
絵
画

が
実
際
に
布
教
の
た
め
の
手
段
と
位
置
付
け
ら
れ
た
現
実
の
中
世
の
画
僧

た
ち
の
制
作
実
態
と
こ
と
な
り
、
ナ
ザ
レ
派
の
芸
術
に
お
い
て
は
芸
術
そ

の
も
の
が
崇
敬
の
対
象
で
あ
り
、
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、

神
の
声
を
聞
き
、
芸
術
と
い
う
言
葉
へ
と
移
し
変
え
る
と
い
う
役
割
に
お

い
て
、
画
家
を
預
言
者
と
同
一
視
す
る
認
識
の
在
り
方
で
あ
り
、
現
代
の

画
家
と
古
ド
イ
ツ
の
美
術
家
（
デ
ュ
ー
ラ
ー
）
と
が
等
し
い
役
割
を
担
っ

て
い
る
と
い
う
自
己
理
解
な
の
で
あ
る
。

再
度
、
プ
フ
ォ
ル
の
《
芸
術
の
玉
座
に
跪
く
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ

ロ
》
を
見
て
み
よ
う
。
玉
座
に
座
す
芸
術
の
擬
人
像
は
、
右
手
に
ペ
ン
を
、

左
手
に
画
板
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
女
性
像
が
絵
画
芸
術
の
寓
意
、
即
ち

ピ
ッ
ト
ゥ
ー
ラ
で
あ
れ
ば
、
絵
筆
と
パ
レ
ッ
ト
を
も
つ
の
が
通
常
の
表
現

と
な
る
が
、
画
板
の
よ
う
な
板
は
、
巫
女
が
宣
託
を
書
き
と
め
る
板
で
あ

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
女
性
像
に
類
似
し
た
同
時
代
の
図
像
に
は
、

マ
リ
ー
エ
・
エ
レ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
《
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
を
書
く
マ
リ
ア
》

（
図
9
）が
あ
る
。
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
、
即
ち
聖
母
マ
リ
ア
の
賛
歌（「
ル

カ
書
一
」）
を
書
き
記
す
マ
リ
ア
の
図
像
は
、エ
レ
ン
リ
ー
ダ
ー
以
外
に
も
、

ナ
ザ
レ
派
の
図
像
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
。
こ
の
マ
リ
ア
は
、
オ
ー
ヴ

ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
失
わ
れ
た
作
品
《
巫
女
シ
ビ
ラ
》
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に

13
、
創
造
す
る
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
の
声
を
聞

く
預
言
者
の
姿
に
も
似
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

聖
ル
カ
兄
弟
団
の
設
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
ヨ
ゼ
フ
・
ヴ
ィ

ン
タ
ー
ゲ
ル
ス
ト
が
示
し
た
水
彩
《
デ
ュ
ー
ラ
ー
礼
讃
》（
図
10
）
で
は
、

中
央
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
聖
母
で
は
な
く
、
法
服
を
ま
と
っ
た
父
な

る
神
と
な
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
は
ヨ
ハ
ネ
ス
墓
地
に
あ
る
デ
ュ

ー
ラ
ー
の
墓
と
、
神
を
中
心
軸
と
し
、
向
か
っ
て
左
側
に
は
キ
リ
ス
ト
と

聖
母
、
モ
ー
ゼ
、
ダ
ヴ
ィ
デ
な
ど
の
預
言
者
た
ち
に
交
じ
っ
て
、
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
父
と
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
師
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ヴ
ォ
ル
ゲ
ム
ー
ト
が

配
置
さ
れ
、
向
か
っ
て
右
側
か
ら
跪
い
て
天
界
に
迎
え
ら
れ
る
デ
ュ
ー
ラ

ー
を
迎
え
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
背
後
に
は
天
使
が
立
ち
、
デ
ュ
ー
ラ

ー
を
神
へ
と
ひ
き
あ
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
教
会
の
擬
人
像
と
使

徒
が
続
き
、
悪
魔
は
敬
虔
な
画
家
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
デ
ュ
ー

ラ
ー
を
天
上
の
領
域
に
迎
え
入
れ
る
キ
リ
ス
ト
や
マ
リ
ア
と
い
っ
た
聖
人

図 9　マリーエ・エレンリーダー
 《マグニフィカートを記すマリア》1833年
 カールスルーエ　州立美術館
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た
ち
と
実
在
し
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
父
や
師
が
、
同
じ
天
空
の
領
域
に
属
し

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
彼
ら
は
芸
術
家
と
し
て
で
は
な
く
聖
人
と

し
て
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
諸
聖

人
や
預
言
者
の
領
域
に
属
す
べ
き
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
古
ド
イ
ツ
」
の
芸
術
家
で
あ
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
、
そ
の
芸
術
に
よ

っ
て
神
に
仕
え
、
そ
の
声
を
地
上
へ
と
伝
え
た
。
芸
術
家
が
神
の
声
を
聞

き
、
仲
介
す
る
司
祭
で
あ
る
と
考
え
る
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
の
考
え
が
、

こ
こ
で
は
図
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

特
定
の
人
物
を
、
そ
の
歴
史
的
役
割
に
お
い
て
で
は
な
く
、
よ
り
広
い

時
間
幅
に
お
い
て
相
対
化
し
、
普
遍
化
す
る
と
い
う
史
観
に
お
い
て
は
、

ナ
ザ
レ
派
第
二
世
代
の
ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ュ
ノ
ル
＝
フ
ォ
ン
＝
カ
ロ
ル
ス
フ

ェ
ル
ト
も
共
通
し
て
い
る
。
カ
ジ
ノ
・
マ
ッ
シ
モ
の
装
飾
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
抜
擢
さ
れ
た
シ
ュ
ノ
ル
は
、「
ア
リ
オ
ス
ト
の
間
」
を
担
当
す
る
に
あ

た
り
、
そ
の
文
学
作
品
『
狂
乱
の
オ
ル
ラ
ン
ド
』
の
逐
次
的
場
面
を
並
べ
、

そ
の
中
央
に
キ
リ
ス
ト
教
の
守
護
者
と
し
て
玉
座
に
座
る
カ
ー
ル
大
帝
を

配
置
す
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
た

14
。
キ
リ
ス
ト
教
中
世
を
芸
術
的
時
代

と
捉
え
、
そ
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
、
本
来
は
物
語
と
関
わ
ら
な
い
は
ず

の
カ
ー
ル
大
帝
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

の
レ
ジ
デ
ン
ツ
で
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
戴
冠
の
間
へ
と
繋
が
る
三
つ
の

「
皇
帝
の
間
」
の
装
飾
に
あ
た
っ
て
、
シ
ュ
ノ
ル
は
九
世
紀
の
ゲ
ル
マ
ン

民
族
の
王
カ
ー
ル
大
帝
の
生
涯
を
、
旧
約
聖
書
に
伝
え
ら
れ
る
イ
エ
ル
サ

レ
ム
の
神
殿
再
建
の
場
面
と
組
み
合
わ
せ
て
示
す
構
想
を
抱
い
て
い
た

15
。

シ
ュ
ノ
ル
は
聖
書
の
物
語
と
世
俗
的
国
民
史
、
芸
術
史
と
を
並
行
し
た
現

象
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
民
族
史
に
「
世
界
史
意
味
」
を
与
え
、

カ
ー
ル
を
キ
リ
ス
ト
教
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
創
始
者
と
し
て
、
ま
た
芸
術
の

庇
護
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

「
預
言
者
」
と
い
う
役
割
に
つ
い
て
の
、
ナ
ザ
レ
派
の
画
家
た
ち
の
こ

だ
わ
り
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
が
、
カ
ー
サ
・
バ
ル
ト
ル
デ
ィ
の

連
作
壁
画
《
エ
ジ
プ
ト
の
ヨ
セ
フ
》
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
既
に
フ
ラ

図 10	ヨゼフ・ヴィンターゲルスト《デューラー礼讃》
 1828年　ニュルンベルク、ゲルマン国立博物館
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ン
ツ
・
プ
フ
ォ
ル
が
《
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
バ
ー
ゼ

ル
入
城
》
で
、
画
中
画
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

初
期
ナ
ザ
レ
派
に
お
い
て
と
り
わ
け
好
ま
れ
た
画
題
で
あ
っ
た
。

グ
ロ
テ
ス
ク
模
様
の
よ
う
な
装
飾
的
絵
画
を
所
望
し
て
い
た
バ
ル
ト
ル

デ
ィ
の
意
志
に
反
し
て
こ
の
旧
約
聖
書
の
物
語
が
主
題
と
し
て
選
ば
れ
た

経
緯
の
詳
細
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
旦
外
国
へ
奴
隷
と
し
て
売
ら

れ
た
も
の
の
、
出
世
し
て
最
後
は
自
分
を
売
っ
た
兄
た
ち
を
も
赦
し
、
和

解
す
る
と
い
う
ヨ
セ
フ
の
運
命
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
占
領
さ
れ
た
祖
国
を

離
れ
、
ロ
ー
マ
で
研
鑽
を
積
む
ナ
ザ
レ
派
の
若
者
達
が
自
ら
の
境
遇
を
重

ね
た
可
能
性
は
あ
る
。

加
え
て
、
預
言
者
と
い
う
ヨ
セ
フ
の
特
性
が
主
題
の
選
択
に
関
わ
っ
て

い
る
可
能
性
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。
ヨ
セ
フ
は
エ
ジ
プ
ト
の
宮
廷
で
夢

占
い
を
す
る
預
言
者
と
し
て
の
頭
角
を
現
し
、
大
臣
に
ま
で
出
世
す
る
。

夢
を
占
う
ヨ
セ
フ
の
姿
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ャ
ー
ド
ウ
が
担
当
し
た

《
牢
獄
の
ヨ
セ
フ
》（
図
11
）、
ピ
ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
担
当
し
た

《
フ
ァ
ラ
オ
の
夢
を
占
う
ヨ
セ
フ
》（
図
12
）
の
二
面
に
表
わ
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
は
囚
人
の
夢
と
フ
ァ
ラ
オ
の
夢
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
、
空
中
に

顕
れ
る
円
形
の
画
中
画
と
し
て
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
特
に
、
コ
ル
ネ
リ

ウ
ス
の
図
像
は
重
要
で
あ
る
。
フ
ァ
ラ
オ
は
憂
愁
に
沈
み
、
頬
杖
を
つ
い

て
い
る
が
、
フ
ァ
ラ
オ
の
書
記
は
ヨ
セ
フ
を
見
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の
言
葉

を
聞
き
逃
す
ま
い
と
意
識
を
集
中
し
、
そ
の
言
葉
を
書
き
と
め
る
べ
く
筆

を
走
ら
せ
る
。《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
Ⅰ
》
を
ソ
ー
ス
と
し
て
生
ま
れ
た
幾
つ

か
の
人
物
タ
イ
プ
が
、
こ
こ
で
は
い
わ
ば
複
数
の
登
場
人
物
に
分
散
し
て

図 11	ヴィルヘルム・シャードウ
 《牢獄のヨセフ》（下絵）1816年
 ミュンヘン、ノイエ・ピナコテーク

図 12	ペーター・コルネリウス
 《ファラオの夢を占うヨセフ》1817年
 ベルリン、プロイセン文化財
 アルテ・ナツォナルガレリー
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た
ち
顕
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
預
言
者
ヨ
セ
フ
の
役
割
は
、
こ
の
図
像
で

「
イ
メ
ー
ジ
を
読
む
者
」
と
し
て
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ

を
読
む
者
、
そ
れ
は
芸
術
家
の
予
型
で
も
あ
る
。

5　

未
完
の
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
な
道
」

最
後
に
、
ナ
ザ
レ
派
の
最
重
要
画
家
で
あ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
オ
ー
ヴ

ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
芸
術
観
を
辿
り
な
が
ら
、
ナ
ザ
レ
派
の
芸
術
に
お
い
て
デ

ュ
ー
ラ
ー
的
色
彩
が
後
退
し
て
い
っ
た
背
景
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
八
一
〇
年
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は
プ
フ
ォ
ル
の
求
め
に
応
じ
て
著

し
た
「
芸
術
へ
向
か
う
三
つ
の
道
」
と
い
う
対
話
形
式
の
エ
ッ
セ
ー

16
に

お
い
て
、
絵
画
芸
術
へ
と
至
る
芸
術
家
の
姿
勢
を
、
風
景
と
旅
人
の
関
係

に
な
ぞ
ら
え
て
解
説
し
て
い
る
。
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
考
え
で
は
、
芸

術
家
の
歩
む
道
は
三
通
り
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
の
道
は
、
単
純
で
自

然
な
道
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
歩
ん
だ
道
で
あ
る
が
、
凡
庸
で
醜
い

自
然
に
さ
え
従
う
危
険
性
を
お
び
て
い
る
。
第
二
の
道
は
、
険
し
い
山
道

で
あ
り
、
孤
高
の
芸
術
家
の
み
が
歩
む
こ
と
の
で
き
る
道
で
あ
る
。
第
三

の
道
は
、
楽
園
的
な
清
澄
な
風
景
、
美
と
理
想
の
風
景
の
中
を
、
友
人
と

と
も
に
歩
む
道
と
さ
れ
る
。
第
一
の
道
を
「
自
然
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

第
二
の
道
は
「
空
想
（
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
）」
の
道
、
第
三
の
道
は
「
理
想
」

の
道
で
あ
り
、
ど
れ
も
が
正
し
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
道
を
歩
ん
だ
代

表
的
な
画
家
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
デ
ュ
ー
ラ
ー
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、

そ
し
て
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
明
記
こ
そ
し
て
い
な

い
も
の
の
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
が
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
の
は

第
三
の
道
、
即
ち
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
道
で
あ
っ
た
。

オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
が
自
ら
歩
む
べ
き
と
考
え
た
こ
の
「
理
想
の
道
」

が
、
親
し
い
友
人
と
と
も
に
歩
む
道
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
、
注
意
し
て

お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
作
品
制
作
の
た
め
に
友
人
の
存
在
を
重
視
す
る
オ

ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
姿
勢
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

芸
術
家
と
し
て
の
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は
、
画
学
生
だ
っ
た
ウ
ィ
ー
ン

時
代
か
ら
既
に
、
親
友
フ
ラ
ン
ツ
・
プ
フ
ォ
ル
の
牽
引
力
を
必
要
と
し
て

い
た
。
プ
フ
ォ
ル
が
一
八
一
二
年
に
急
逝
す
る
と
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク

は
精
神
的
危
機
に
陥
る
。
そ
れ
は
親
友
を
失
っ
た
こ
と
に
対
す
る
個
人
的

悼
み
に
留
ま
ら
ず
、
聖
ル
カ
兄
弟
団
の
中
で
最
も
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
な
資

質
」
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ュ
ー
ラ
ー
（
真
実
）
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
（
理

想
）
の
統
合
を
目
指
す
聖
ル
カ
兄
弟
団
の
芸
術
目
標
そ
の
も
の
が
脅
か
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
後
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
も
と
に
は
、

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
、
フ
ァ
イ
ト
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ャ
ー
ド
ウ
等
の
才
能

が
次
々
に
訪
れ
た
。
特
に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
深
く
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の

心
を
捉
え
た
と
思
わ
れ
、
バ
ル
ト
ル
デ
ィ
邸
の
フ
レ
ス
コ
画
で
も
リ
ー
ダ

ー
的
役
割
を
譲
ら
れ
る
ほ
ど
一
目
置
か
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。
フ
ァ
イ
ト

は
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
が
《
諸
芸
術
に
お
け
る
宗
教
の
勝
利
》
に
、
コ

ル
ネ
リ
ウ
ス
と
と
も
に
そ
の
姿
を
描
き
い
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
そ
の
実
力
を
高
く
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
フ
ァ
イ
ト
は
、
他
の
多
く

の
ナ
ザ
レ
派
の
画
家
と
同
様
、
そ
の
資
質
に
お
い
て
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
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と
近
す
ぎ
た
。
結
局
プ
フ
ォ
ル
程
、
そ
の
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
」
資
質
に
お

い
て
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
を
満
足
さ
せ
る
才
能
は
現
れ
な
か
っ
た
と
断
じ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル

シ
ュ
タ
イ
ン
が
一
八
一
四
年
に
制
作
し
た
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
肖
像

《
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
を
読
む
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
》（
図
13
）
は
オ
ー
ヴ

ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
芸
術
家
と
し
て
の
苦
悩
を
伝
え
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は
、
制
作
中
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
風
の
聖

母
子
像
が
置
か
れ
た
画
架
を
前
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
に
目
を
落
と
し

て
物
思
い
に
耽
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
画
面
に
書
き
込
ま
れ
た
タ
イ
ト

ル
が
示
す
よ
う
に
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
行
為
は
「
絵
を
描
く
こ
と
」

で
は
な
く
、エ
ジ
プ
ト
の
ヨ
セ
フ
と
同
様
に
「
画
像
を
読
む
こ
と
」
で
あ
り
、

パ
レ
ッ
ト
や
絵
筆
と
い
っ
た
画
家
の
ア
ト
リ
エ
に
必
須
の
用
具
す
ら
、
こ

こ
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
無
論
こ
の
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
像
は
、
親
し

い
者
の
目
か
ら
み
た
も
の
と
は
い
え
他
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
初
期
の
自
画
像
《
聖
書
を
手
に
す
る
自
画
像
》（
図
14
）
を
見

る
限
り
に
お
い
て
も
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は
行
動
的
な
「
描
く
人
」
で

あ
る
よ
り
は
、
内
政
的
な
「
読
む
人
」
あ
る
い
は
「
洞
察
す
る
人
」
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
が
見
つ
め
て
い
る
版
画
の
画
像
自
体
は
示
さ
れ
て

い
な
い
が
、「1514

」
の
年
記
と
「
Ａ
Ｄ
」
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
だ
け
は
は
っ

き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
五
一
四
年
に
制
作
さ
れ
た
著
名
な

版
画
と
い
う
と
、即
座
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
《
書
斎
の
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
》

図 13 カール＝クリスティアン・フォーゲル・
フォン・フォーゲルシュタイン《デュー
ラーの版画を読むオーヴァーベック》
1814年　ドレスデン　版画素描館

図 14	フリードリヒ・オーヴァーベック
 《聖書を手にする自画像》　1809年
 リューベック　ハンザ都市美術史美術館
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（
図
15
）
お
よ
び
《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
Ｉ
》
で
あ
り
、
他
に
フ
ラ
ン
ツ
・
シ

ュ
テ
ル
ン
バ
ル
ト
が
小
説
中
で
言
及
す
る
作
品
《
農
民
の
踊
り
》（
図
16
）

が
あ
る
。
が
、
聖
母
像
と
対
と
な
る
性
質
を
備
え
た
、
最
も
可
能
性
が
高

い
作
品
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
《
メ
レ
ン
コ
リ
ア
I
》
を
措

い
て
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

デ
ュ
ー
ラ
ー
祭
が
挙
行
さ
れ
た
一
八
二
八
年
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は

プ
フ
ォ
ル
の
死
後
制
作
を
中
断
し
て
い
た
《
イ
タ
リ
ア
と
ゲ
ル
マ
ニ
ア
》

を
完
成
さ
せ
た
。
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は
自
ら
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
聖
母
の

面
ざ
し
を
湛
え
た
少
女
の
手
を
と
り
情
熱
的
に
友
情
を
告
白
す
る
ゲ
ル
マ

ニ
ア
の
立
場
に
、「
イ
タ
リ
ア
在
住
の
ド
イ
ツ
人
と
い
う
特
殊
な
立
場
」

に
あ
る
自
分
の
真
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る

17
。
オ
ー
ヴ
ァ

ー
ベ
ッ
ク
は
こ
の
時
期
、
ド
イ
ツ
へ
の
帰
国
の
可
能
性
を
最
終
的
に
断
た

れ
、
失
意
の
中
に
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
バ
ル
ト
が
帰
国
の

途
に
つ
く
以
前
に
物
語
が
中
断
し
た
よ
う
に
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
に
と

っ
て
の
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
な
道
」
も
ま
た
、
は
か
ら
ず
も
未
完
の
ま
ま
に

残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
当
時
急
速
に
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
に
接

近
し
て
い
た
シ
ュ
タ
イ
ン
レ
は
《
絵
画
芸
術
の
寓
意
》
を
表
わ
し
た
。
絵

画
芸
術
の
寓
意
を
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
擬
人
像
と
し
て
表
現
し
た
こ
の
作
品

は
、
反
転
し
た
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
鏡
像
で
あ
り
、
ま
た
ナ
ザ
レ
派
の

芸
術
が
進
み
え
た
か
も
し
れ
な
い
も
う
一
つ
の
道
を
示
し
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

図 15 アルブレヒト・デューラー
 《書斎の聖ヒエロニムス》銅版画

図 16 アルブレヒト・デューラー
 《農民の踊り》銅版画
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