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第
一
部
：
近
世

総
論
：「
宗
教
・
肖
像
・
自
然
」
か
ら
み
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容

佐
　
藤
　
直
　
樹

は
じ
め
に

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
国
立
西
洋
美
術
館
の
展
覧
会
﹁
デ
ュ
ー
ラ
ー

版
画
素
描
展　

宗
教
／
肖
像
／
自
然
﹂
の
関
連
企
画
と
し
て
、
明
治
学
院

大
学
、
ド
イ
ツ
語
圏
美
術
研
究
連
絡
網
、
そ
し
て
国
立
西
洋
美
術
館
の
共

同
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
展
覧
会
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
芸
術

の
哲
学
を
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
三
つ
の
概
念
﹁
宗
教
／
肖

像
／
自
然
﹂
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
こ
の
展
覧
会
の
コ

ン
セ
プ
ト
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

こ
の
三
つ
の
言
葉
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
（
一
四
七
一
〜
一
五
二
八
）
に
よ
っ

て
言
及
さ
れ
た
の
は
、﹃
絵
画
論
﹄
と
い
う
未
刊
の
芸
術
論
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
一
五
〇
八
年
頃
か
ら
執
筆
が
始
め
ら
れ
た
﹃
絵
画
論
﹄
の
草
稿

に
は
、
ド
イ
ツ
の
芸
術
を
進
歩
さ
せ
た
い
と
い
う
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
熱
い
思

い
が
溢
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
観
を
知
る
た
め
の
貴

重
な
史
料
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
文
章
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い

る
。﹁

絵
画
芸
術
と
は
、
教
会
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
キ

リ
ス
ト
の
受
難
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
人
間
の
姿
を
死

後
の
世
に
も
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
大
地
、
水
面
お
よ
び
星
辰
の
測

定
は
、
絵
画
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
や
す
く
な

る
﹂（1）

　

こ
こ
で
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、芸
術
に
お
い
て
肝
要
な
の
は
﹁
宗
教
﹂﹁
肖
像
﹂、

そ
し
て﹁
自
然
﹂を
測
定
し
研
究
す
る
こ
と
だ
と
明
ら
か
に
す
る
。こ
の﹁
自

然
﹂
の
研
究
に
は
、
大
地
や
星
座
の
研
究
な
ど
の
他
に
身
体
均
衡
論
も
含
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ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
総
論
で
は
、
前
半
部
の
各
論
に
入
る
前
の
準
備
段
階
と
し
て
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
の
状
況
を
同
時
代
十
六
世
紀
か
ら
、
十
七
世
紀
の
終
わ

り
ま
で
見
通
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
展
覧
会
の
コ
ン
セ
プ
ト

と
並
行
さ
せ
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
重
視
し
た
﹁
宗
教
・
肖
像
・
自
然
﹂
の

三
つ
に
分
け
て
受
容
の
実
例
を
見
て
行
く
。
つ
ま
り
、展
覧
会
で
、デ
ュ
ー

ラ
ー
の
芸
術
哲
学
が
こ
の
三
つ
の
側
面
か
ら
見
つ
め
直
す
こ
と
で
そ
の
姿

を
現
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
総
論
に
お
い
て
も
同
様
に
、
こ
の
三
つ
を

軸
に
後
世
の
影
響
を
見
て
い
く
こ
と
で
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
受
容
の
実
態
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
前
に
、
ま
ず
は
デ
ュ
ー

ラ
ー
受
容
の
最
も
重
要
な
動
向
で
あ
っ
た
﹁
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
﹁
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
い
う
用
語
は
、
一
五
七
〇
年
か

ら
一
六
三
〇
年
頃
ま
で
の
期
間
に
制
作
さ
れ
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
版

画
、
素
描
、
あ
る
い
は
絵
画
の
コ
ピ
ー
、
お
よ
び
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
作

品
群
に
用
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
初
め
て
使
っ
た
の
は

一
九
二
八
年
、
テ
ィ
ー
ツ
ェ
夫
妻
で
あ
り
、
そ
の
後
、
一
九
五
四
年
、
ハ

ン
ス
・

カ
ウ
フ
マ
ン
の
研
究
に
よ
り
、
十
七
世
紀
の
現
象
が
包
括
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
（2）
。
一
九
七
一
年
に
は
、
マ
テ
ィ
ア
ス
・
メ
ン
デ
が

﹃
デ
ュ
ー
ラ
ー
文
献
目
録
﹄（D

ü
rer-B

ib
lio

grap
h

ie

）の
中
で
﹁
一
六
〇
〇

年
頃
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
い
う
項
目
の
文
献
表
が
作
成
さ

れ
、
こ
の
概
念
が
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（3）
。
メ
ン
デ
は
、
こ
の

現
象
を
﹁
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
へ
の
強
い
興
味
と
版
画
技
術
へ
の
崇
敬
﹂
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
限
定
し
、
い
わ
ゆ
る
造
形
上
の
影
響
関
係
と
は
区

別
し
た
こ
と
に
よ
り
、
明
確
に
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、

若
い
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
を
コ

ピ
ー
す
る
こ
と
が
版
画
芸
術
の
訓
練
と
な
り
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
様
式
を
高
度

に
洗
練
さ
れ
た
か
た
ち
で
再
生
産
し
た
い
と
い
う
欲
望
と
強
く
結
び
つ
い

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
コ
ピ
ー
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
自
身

が
﹁
教
会
に
奉
仕
す
る
た
め
﹂
に
作
り
出
し
た
当
初
の
作
品
の
意
図
と
は

全
く
異
な
る
も
の
へ
と
変
質
し
た
。
ヤ
ン
・
ウ
ィ
ー
リ
ク
ス
に
よ
る
︽
猿

の
聖
母
︾
の
コ
ピ
ー
を
例
に
見
れ
ば
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
技
法
を
習
得

す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
ろ
う
（fi

g
.1, 2

）。

　

デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
中
心
地
は
、デ
ュ
ー
ラ
ー
の
生
誕
地
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
ル
ド
ル
フ
二
世
の
プ
ラ
ハ
（
プ
ラ
ハ

で
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
つ
い
て
は
平
川
氏
の
報
告
を
参
照
）、

バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
の
宮
廷
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
と
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
そ
し
て

デ
ュ
ー
ラ
ー
が
一
五
二
〇
〜
二
一
年
に
旅
行
で
訪
問
し
た
こ
と
を
記
憶
し

続
け
て
い
た
都
市
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ

サ
ン
ス
と
い
う
出
来
事
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
制
作
量
の
多
さ
も
重
要
な
要

因
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ハ
の
ル
ド
ル
フ
に
次
い
で
、
バ

イ
エ
ル
ン
公
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
（
一
五
七
三
〜
一
六
五
一
：
在
位

一
五
九
七
〜
一
六
五
一
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
豊
富
な
資
金
力
を

元
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
主
要
絵
画
作
品
（︽
パ
ウ
ム
ガ
ル
ト
ナ
ー
祭
壇
︾、

︽
四
使
徒
︾
な
ど
）
を
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
宮
廷
の
た
め
に
収
集
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
バ
イ
エ
ル
ン
宮
廷
と
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
で
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ

サ
ン
ス
の
事
例
に
つ
い
て
は
後
に
﹁
宗
教
﹂﹁
肖
像
﹂﹁
自
然
﹂
の
項
目
で

詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

何
よ
り
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
芸
術
は
、
油
彩
画
に
お
い
て
よ
り
も
版
画
芸
術
に
お
い
て
、
主
題

お
よ
び
技
法
と
も
に
革
新
的
な
作
品
を
次
々
と
生
み
出
し
た
と
言
っ
て
よ

か
ろ
う
。
紙
と
い
う
携
帯
可
能
な
メ
デ
ィ
ア
に
刷
ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
画イ
メ
ー
ジ像

が
、
国
を
超
え
て
欧
州
全
土
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
﹂
の
問
題
は
、﹁
版
画
﹂
と
い
う

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
広
範
囲
に
作
品
イ
メ
ー
ジ
が
広
ま
っ
た
こ
と
と
も

大
き
く
関
連
し
て
お
り
、﹁
デ
ュ
ー
ラ
ー
版
画
素
描
展
﹂
で
そ
の
全
貌
を

知
る
こ
と
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
義
を
一
層
深
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
宗
教

　

多
く
の
作
家
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
を
求
め
、
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー

ス
と
し
て
活
用
し
て
い
た
が
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
を
堂
々
と
付

し
た
贋
作
を
販
売
す
る
者
ま
で
現
れ
た
。
美
術
史
上
最
初
の
著
作
権
論
争

と
し
て
有
名
な
、
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
・
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
の
事
件
で
あ
る
。

ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
木
版
画
連
作
︽
小
受
難
伝
︾
を
銅
版

画
で
写
し
販
売
し
た
か
ど
で
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
告
訴
さ
れ
る
（fi

g
.3, 4

）。

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
﹃
芸
術
家
列
伝
﹄
に
よ
れ
ば
、
こ
の
訴
訟
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
で
起
こ
す
こ
と
が
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
一
五
〇
五
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を

fig.1	 デューラー《猿のいる聖母》1512年、
 エングレーヴィング

fig.2 ヤン・ウィーリクス
 《猿のいる聖母子》1565-66年、
 エングレーヴィング
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再
訪
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

﹁
彼

マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オは

、
購
入
し
た
す
べ
て
の
アデ

ュ

ー

ラ

ー

ル
ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
る
版
画
を
よ

く
研
究
し
、
模
倣
し
始
め
た
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
は
そ
の
新
し
さ

と
美
し
さ
故
に
、
皆
か
ら
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ル
ブ
レ
ヒ

ト
の
木
版
画
と
同
じ
く
ら
い
深
く
彫
っ
た
銅
版
画
で
、
マ
ル
カ
ン
ト

ニ
オ
は
全
部
で
三
六
枚
の
キ
リ
ス
ト
伝
、
キ
リ
ス
ト
受
難
伝
を
ア
ル

ブ
レ
ヒ
ト
が
使
用
し
て
い
る
A
D
の
サ
イ
ン
を
付
け
て
作
り
続
け

た
。
そ
れ
は
誰
も
そ
の
違
い
を
見
分
け
ら
れ
ず
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の

作
品
と
し
て
販
売
し
、
購
入
し
て
し
ま
う
ほ
ど
似
て
い
た
。
こ
の
噂

を
耳
に
し
、
模
作
の
受
難
伝
の
一
つ
が
フ
ラ
ン
ド
ル
に
送
ら
れ
て
来

た
時
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
腹
を
立
て
、
フ
ラ
ン
ド
ル
を
発
ち
、
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
に
や
っ
て
来
て
シ
ニ
ョ
ー
リ
ア
に
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
を
訴

え
た
。
し
か
し
、
彼
が
得
た
の
は
、
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
は
今
後
ア
ル

ブ
レ
ヒ
ト
の
サ
イ
ン
を
使
用
し
て
は
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。﹂
（4）

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
の
裁
判
後
、
マ
ル
カ

ン
ト
ニ
オ
は
モ
ノ
グ
ラ
ム
の
使
用
を
禁
止

さ
れ
た
も
の
の
、
版
画
制
作
自
体
を
や
め

る
こ
と
は
な
く
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
モ
チ
ー

フ
を
使
用
し
た
作
品
を
作
り
続
け
た
（5）
。

そ
こ
に
は
、
よ
く
売
れ
た
と
い
う
事
実
の

他
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
が
参
照
す
べ
き
高
尚
な
芸
術
作
品
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
で
は
見
ら
れ
な
い
精
緻
な
線
刻
技
術
が
マ
ル
カ
ン
ト

ニ
オ
を
魅
了
す
る
と
い
う
芸
術
的
な
理
由
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
に
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
版
画
と
の
出
会
い
が
、
ペ
ン
や
銀
筆
の
素
描
を
並
行
ハ
ッ
チ

ン
グ
で
写
し
た
そ
れ
ま
で
の
模
写
か
ら
、
ク
ロ
ス
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
多
用
す

る
彫
塑
的
な
表
現
へ
と
、
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
を
開
眼
さ
せ
た
の
で
あ
る
（6）
。

つ
ま
り
、
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
受
容
は
、
コ
ピ
ー

商
品
の
制
作
販
売
と
、
そ
の
高
い
版
画
技
術
の
習
得
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
木
版
画
の
密
な
線
描
を
、
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
は
銅
版

画
で
写
し
て
い
る
。
そ
の
超
人
的
な
ビ
ュ
ラ
ン
彫
線
を
一
本
残
ら
ず
な
ぞ

る
の
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
高
い
集
中
力
が
要
求
さ
れ
る
こ

と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
の
技
能

の
証
明
と
も
な
り
、
後
に
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
自
作
の
複
製
版
画
制
作
を
マ
ル

カ
ン
ト
ニ
オ
に
依
頼
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
を

fig.3	 デューラー「小受難伝」より
 《最後の晩餐》1508-09年、
 木版画

fig.4 ライモンディ「小受難伝」より 
 《最後の晩餐》
 エングレーヴィング
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正
確
に
写
し
た
罪

を
問
わ
れ
た
裁
判

が
、
災
い
転
じ
て
、

マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ

の
版
画
技
術
が

デ
ュ
ー
ラ
ー
に
引

け
を
取
ら
な
い
と

い
う
評
判
を
作
り

上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
の
デ
ュ
ー

ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン

ス
の
例
を
見
て
い

こ
う
（7）
。
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
で
は
、
プ
ラ

ハ
宮
廷
の
デ
ュ
ー

ラ
ー
受
容
と
は
状
況
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
両
宮
廷
と
も
、
デ
ュ
ー

ラ
ー
作
品
が
最
高
傑
作
と
し
て
扱
わ
れ
収
集
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
が
、
プ
ラ
ハ
で
は
手
本
と
し
て
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
素
描
作
品
が
ふ

ん
だ
ん
に
あ
り
、
素
描
の
絵
画
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
（8）
。
一
方
、
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
で
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
の
収
集
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
模
作
よ
り
も
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
の
様
々
な
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
で
全
く
新
し
い
構
図
に
よ
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
風
の
作
品
が
制
作

さ
れ
た
。
そ
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
の
が
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

（G
eo

rg Fisch
er

）で
あ
る
。
例
え
ば
、一
六
三
三
年
に
制
作
さ
れ
た
︽
キ

リ
ス
ト
の
捕
縛
︾（fi

g
. 5

）
は
、
ま
さ
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
・

ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
象
徴
的
な
作
例
と
言
え
よ
う
。
人
物
像
や
建
物

の
モ
チ
ー
フ
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
か
ら
の
借
用
と
な
っ
て
お
り
、
前
景
左
、

馬
の
右
側
に
立
つ
男
性
像
の
他
、
多
く
の
モ
チ
ー
フ
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
宮

廷
が
所
蔵
し
て
い
た
︽
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
祈
禱

書
︾（fi

g
. 6

）
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
周
縁
素
描
が
手
本
と
さ
れ
た
。
背

景
右
手
の
建
築
物
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
木
版
画
﹁
聖
母
伝
﹂
連
作
の
う
ち

︽
エ
ジ
プ
ト
の
聖
家
族
︾（fi

g
. 7

）
か
ら
反
転
し
て
借
用
さ
れ
て
い
る
（9）
。

さ
ら
に
、本
作
品
で
注
目
す
べ
き
は
、画
面
右
下
に
、芸
術
家
自
身
に
よ
っ

て
本
作
品
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
に
基
づ
く
こ
と
を
二
行
に
わ
た
っ
て
明
記

し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

﹁
ド
イ
ツ
の
ア
ペ
レ
ス
は
、
自
ら
の
創
造
的
才
能
の
証
で
あ
る
こ

の
重
要
な
作
品
を
版
画
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ペ
ン
に
よ
っ
て

一
五
一
五
年
に
作
り
上
げ
た
。
一
六
三
三
年
に
筆
に
よ
っ
て
、
こ
こ

に
正
確
に
受
け
継
が
れ
た
﹂（10）

。

　

こ
の
銘
文
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
自
身
の
署
名
こ
そ
な
い
も
の
の
、
ゲ
オ
ル

ク
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
を
尊
敬
し
つ
つ
、
本
作
品

が
一
六
三
三
年
の
﹁
模
倣
﹂（im

itatio

）
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

fig.5	 ゲオルク・フィッシャー《キリストの捕縛》1633年、板、
 油彩、ミュンヘン、バイエルン国立絵画収集
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し
か
し
、
本
作
品
は
プ
ラ
ハ
で
見
ら
れ
る
﹁
模
倣
﹂
的
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は

異
な
る
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
の
﹁
利
用
﹂
的
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
ま

た
、こ
こ
で
の
銘
文
が
﹁A

p
elles D

eu
th

o
n

icu
s

﹂、す
な
わ
ち
﹁
A
D
﹂

の
モ
ノ
グ
ラ
ム
を
暗
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
生
前
に
﹁
ド

イ
ツ
の
ア
ペ
レ
ス
﹂
と
賞
賛
せ
し
め
た
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス

に
遡
る
尊
称
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
も
で
き
な
い

（11）

。

こ
こ
で
我
々
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
銘
文
と
絵
画
の
巧
み
な
構
造
に

よ
っ
て
、
二
重
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
存
在
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

肖
像

　
﹁
肖
像
﹂
の
受
容
に
関
し
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
よ
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自

画
像
の
受
容
を
見
て
み
よ
う
。
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
評
伝
中
﹁
ラ
フ
ァ
エ
ロ
﹂

の
項
目
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
友
情
の
交
換
に
関
し
て
次
の

よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

﹁
ド
イ
ツ
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
驚
嘆
す
べ
き
画
家
で
、

こ
よ
な
く
美
し
い
銅
版
画
の
彫
版
工
で
あ
っ
た
が
、
自
分
の
作
品
を

贈
呈
し
て
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
敬
意
を
表
し
た
。
そ
し
て
リ
ン
ネ
ル
の
画

布
に
ガ
ッ
シ
ュ
で
描
い
た
自
画
像
を
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
も
と
へ
送
っ
た

⋮
⋮
︻
中
略
︼
⋮
⋮
そ
れ
で
ラ
フ
ァ
エ
ロ
も
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
自
ら
の

fig.7	 デューラー「聖母伝」より
 《エジプトの聖家族》1502年頃、木版

fig.6	 デューラー
 《神聖ローマ皇帝マクシミリアン１世の
 祈禱書》1515年、ペン、
 バイエルン国立図書館
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手
で
描
い
た
デ
ッ
サ
ン
を
何
枚
も
送
っ
た
が
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
そ
の

贈
り
物
を
ま
こ
と
に
か
た
じ
け
な
い
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
た
。﹂（12）

　

残
念
な
が
ら
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
送
っ
た
自
画
像
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

が
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
送
っ
た
素
描
の
ほ
う
は
、
現
在
も
ア

ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ナ
版
画
素
描
館
に
残
さ
れ
て
い
る
（fi

g
. 8

）。
こ
の
素
描

に
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
自
筆
の
書
き
込
み
が
あ
り
﹁1515

﹂
の
年
記
が
確
認

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
自
身
が
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
贈
っ
た
自
画
像

は
一
五
一
〇
〜
一
五
一
五
年
の
間
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
（13）
。

ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
素
描
に
あ
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
手
に
な
る
書
き
込
み
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

﹁
一
五
一
五
年
。
教
皇
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
ウ
ル
ビ
ノ
の
ラ

フ
ァ
エ
ル
は
、こ
の
裸
体
像
を
制
作
し
、彼
の
手
を
示
す
た
め
に
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
贈
っ
た
﹂（14）

　

こ
う
し
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
作
品
交
換
は
実
際
の
交
渉
の

証
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
画
家
の
友
情
の
交
換
を
も
示
し
て
く

れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
失
わ
れ
た
自
画
像
が
、
ラ

フ
ァ
エ
ロ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
し
か
し
、興
味
深
い
意
見
が
一
九
三
四
年
に
フ
ー
ゴ
・
ケ
ー

ラ
ー
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
バ
チ
カ
ン
の
﹁
ヘ

リ
オ
ド
ロ
ス
の
間
﹂
に
描
か
れ
た
、
輿
を
担
ぐ
ス
イ
ス
人
親
衛
隊
の
顔
の

特
徴
（fi

g
. 9

）
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自
画
像
が
参
照
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

fig.8	 ラファエロ《頭部のある二人の男性習作》
 1515年、赤チョーク、ウィーン、
 アルベルティーナ版画素描館

fig.9	 ラファエロ
 《寺院から追放されるヘリオドロス》
 （部分）「スイス人の親衛隊」、
 1511-12年、フレスコ、
 ヴァチカン美術館
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い
か
、
と
い
う
も
の
だ
（15）
。
そ
う
い
わ
れ
て
み
る
と
、
髪
型
や
衣
服
の
特

徴
な
ど
か
ら
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自
画
像
（fi

g
. 10

）
の
特
徴
に
近
く
、
我
々

の
想
像
力
を
掻
き
立
て
て
く
れ
る
。

　

一
見
、
非
学
問
的
な
フ
ー
ゴ
・
ケ
ー
ラ
ー
の
指
摘
は
、
実
は
、
十
九
世

紀
に
ナ
ザ
レ
派
が
有
す
る
こ
と
と
な
る
国
民
主
義
的
動
向
の
系
譜
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
多
分
に
政
治
的
な
意
味
合
い

を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
作
品
の
中
に

ド
イ
ツ
の
画
家
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
影
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
試
み
―
つ
ま

り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
お
い
て
遅
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
の
芸
術
が
、
イ
タ

リ
ア
の
芸
術
に
並
ん
だ
と
い
う
証
拠
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
試
み
だ
か

ら
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
生
き
た
時
代
、
イ
タ
リ
ア
は
文
化
の
先
進
国

で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
人
文
主
義
者
や
芸
術
家
た
ち
は
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て

大
き
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
え
て
い
た
。
秋
山
聰
氏
が
国
立
西
洋
美
術

館
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
の
二
章
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
文
主
義
者
コ

ン
ラ
ー
ト
・
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
に
よ
る
﹁
デ
ュ
ー
ラ
ー
礼
讃
﹂
は
、
イ
タ
リ

ア
留
学
か
ら
帰
国
し
た
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
が
、
イ
タ
リ
ア
へ
の
対
抗
意
識
を

強
め
ド
イ
ツ
文
化
の
底
上
げ
を
使
命
と
し
て
、
そ
の
歴
史
や
文
化
的
伝
統

の
掘
り
起
こ
し
に
尽
力
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
（16）
。

そ
し
て
、
ケ
ー
ラ
ー
が
こ
の
論
を
発
表
し
た
一
九
三
四
年
は
ヒ
ト
ラ
ー
が

政
権
を
獲
得
し
た
一
九
三
三
年
の
一
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ

が
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
素
描
を
使
用
し
た
と
す
る
指
摘
に
は
多
分
に
政
治
的
意

図
が
含
ま
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
美
術
史
的
に
見
る
と
強
引
な
比
較
で

は
あ
っ
て
も
、
そ
の
研
究
が
な
さ
れ
た
時
代
を
映
し
出
す
鏡
な
の
で
あ
る
。

十
六
世
紀
に
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
が
始
め
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
礼
讃
が
、
十
九
世
紀

の
ナ
ザ
レ
派
に
、
そ
し
て
二
十
世
紀
ナ
チ
ス
の
時
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
を
見
極
め
る
こ
と
も
美
術
史
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
女
王
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
肖
像
画
家
と
し
て
知

ら
れ
る
ニ
コ
ラ
ス
・
ヒ
リ
ア
ー
ド
（
一
五
四
七
〜
一
六
一
九
）
に
お
け
る

デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
を
検
討
し
よ
う
。
彼
の
残
し
た
小
型
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー

ル
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
多
く
は

な
い
。
し
か
し
、
彼
が
著
し
た
芸
術
理
論
書
﹃
細
密
肖
像
画
論
﹄（T

h
e 

A
rte o

f Lim
n

in
g

）
に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
宮
廷
画
家
を
務
め
た
ハ

fig.10	 デューラー《1498年の自画像》
　　　　1498年、板、油彩、
　　　　プラド美術館
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ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン
（
子
）
だ
け
で
な
く
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
名
前
も
挙
げ

ら
れ
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
芸
術
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
重
要
さ
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
（17）
。

　

デ
ュ
ー
ラ
ー
は
当
時
、
西
欧
世
界
で
最
も
有
名
な
芸
術
家
で
あ
り
、
多

く
の
版
画
作
品
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。﹃
細
密
肖

像
画
論
﹄
に
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
を
熟
知
し
て
い
た
ヒ
リ
ア
ー
ド

が
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
言
及
す
る
部
分
が
数
多
く
あ
り

（18）
、
な
か
で
も
、

ヒ
リ
ア
ー
ド
が
﹁
陰
影
法
﹂
に
関
し
て
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
引
き
合
い
出
し
て

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
事
実
は
重
要
で
あ
る
。

﹁
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
に
よ
る

小
品
の
い
く
つ
か
の
繊
細
か
つ
非
常
に
す
ば
ら
し
く
刻
印
さ
れ
た
肖

像
画
を
模
倣
し
て
、
ペ
ン
で
ハ
ッ
チ
ン
グ
す
る
こ
と
こ
そ
、
細
密
肖

像
画
を
描
き
始
め
る
前
に
ま
ず
取
り
組
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
次
か

ら
次
へ
と
、
細
筆
の
先
を
そ
の
よ
う
に
扱
え
る
よ
う
、
版
画
を
満
足

に
模
倣
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
絵
を
習
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ

こ
そ
が
、
細
密
肖
像
画
を
描
く
こ
と
の
真
の
手
順
で
あ
り
極
意
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
が
胆
に
銘
じ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
私
は
筆
を
置
く
こ

と
と
す
る
。﹂（19）

　

ロ
イ
・
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
こ
の
画
家
の
発
言
を
受
け
て
﹁
ヒ
リ
ア
ー
ド

の
ど
の
細
密
画
も
極
度
に
拡
大
し
て
見
る
と
、
こ
の
こ
と
が
実
証
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
し
、
彼
の
数
少
な
い
素
描
に
も
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
エ
ン
グ
レ
ー

ヴ
ィ
ン
グ
の
様
式
的
特
徴
で
あ
ふ
れ
て
い
る
﹂（20）

と
論
じ
て
い
る
。

　

さ
て
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
そ
う
し
た
線

描
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
細
密
画
の
完
成
作
を
見
て
も
、
肖
像
画

の
顔
面
に
は
ほ
と
ん
ど
陰
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
（21）
、
ま
た
そ
の
下
描
き
も

認
め
に
く
い
た
め
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
な
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の
線
描
表

現
は
理
解
し
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
五
七
七
年
に
制
作
さ
れ
た
ヒ

リ
ア
ー
ド
の
︽
自
画
像
︾（fi

g
. 11

）
に
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
な
特
徴
が
認

め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
な
線
描
処
理
と
巻
き
毛
や
髭
の
類
似

す
る
表
現
に
、
明
ら
か
に
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
的
な
線
刻
の
特
徴
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（22）
。
し
か
し
、何
よ
り
も
本
作
品
で
最
も
デ
ュ
ー

ラ
ー
的
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
自
身
が
鏡
を
見
つ

め
る
鋭
い
ま
な
ざ
し
を
置
い
て
他
に
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
鋭

い
眼
光
で
見
つ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
我
々
は
、
同
じ
感
覚
に
陥
る
先
例

fig.11	 ニコラス・ヒリアード
 《自画像》1577年、
 厚紙に羊皮紙、水彩、
 ロンドン、ヴィクトリア＆
 アルバート美術館
 アルベルティーナ版画素描館
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と
し
て
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
︽
一
四
九
八
年
の
自
画
像
︾（fi

g. 10

）
を
す
ぐ
さ

ま
思
い
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
装

い
が
見
せ
る
の
は
、
自
立
し
た
芸
術
家
と
し
て
の
自
尊
心
で
あ
っ
た
。
そ

の
自
尊
心
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
ま
な
ざ
し
が
秘
め
る
厳
し
さ
か
ら
も
十
分

に
伝
わ
っ
て
く
る
は
ず
だ
。と
は
い
え
、果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
ヒ
リ
ア
ー

ド
の
自
画
像
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

慎
重
な
意
見
も
あ
ろ
う
。
オ
ッ
ト
ー
・
ペ
ヒ
ト
は
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
が
そ
の

芸
術
論
で
自
ら
の
芸
術
に
対
す
る
決
定
的
な
影
響
を
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
帰
し

て
い
る
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
の
︽
自
画
像
︾
に
お
い
て
そ

の
頭
部
の
ポ
ー
ズ
を
除
い
て
は
、
様
式
的
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
肖
像
と
の
関

係
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
断
じ
て
い
る
（23）
。

　

一
方
で
カ
ー
ル
・
ウ
ィ
ン
タ
ー
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自
画
像
と
の
類
似

が
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自
画
像
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
推

測
さ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。﹁
ヒ
リ
ア
ー
ド
の
一
五
七
七
年

の
自
画
像
の
中
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
二
つ
の
自
画
像
と
奇
妙
な
類
似
を
認

め
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
こ
の
類
似
は
単
な
る
偶
然
で
あ
っ
て
重
要
な
こ

と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
奇
妙
な
類
似
は
、
ヒ
リ
ア
ー

ド
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
二
点
の
自
画
像
に
精
通
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測

さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
﹂（24）
。
続
け
て
、﹁
ヒ
リ
ア
ー
ド
は
こ
れ
ら
の
自
画

像
を
見
る
た
め
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
行
っ
た
で
あ
ろ
う
﹂
と
も
推
測

し
、﹁
ヒ
リ
ア
ー
ド
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
町
︻
パ

リ
以
外
︼
に
旅
行
し
た
と
い
う
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と

で
あ
る
が
⋮
︻
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
へ
の
旅
行
に
よ
っ
て
︼
⋮
一
五
六
〇
年
か

ら
一
五
七
二
年
の
間
に
制
作
さ
れ
た
作
品
群
と
そ
れ
以
降
と
の
様
式
的

ギ
ャ
ッ
プ
が
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
﹂
と
結
論
づ
け
た
（25）
。
ま
た
、
先

に
挙
げ
た
よ
う
に
カ
ウ
フ
マ
ン
も
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
に
見
ら
れ
る
線
描
処
理

と
巻
き
毛
や
髭
の
表
現
に
注
目
し
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン

グ
の
線
刻
か
ら
学
ん
だ
は
ず
だ
と
指
摘
す
る
（26）
。
さ
ら
に
ホ
ル
ス
ト
・
フ
ェ

イ
は
、
ウ
ィ
ン
タ
ー
の
説
を
好
ま
し
く
は
な
い
が
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
だ
と
留
保
し
つ
つ
、﹁
ヒ
リ
ア
ー
ド
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
対
す
る
偏

愛
が
そ
こ
か
し
こ
で
認
め
ら
れ
る
﹂
点
に
つ
い
て
は
未
解
決
と
し
た
上
で
、

﹁
宮
廷
芸
術
家
と
し
て
接
触
が
あ
っ
た
他
の
画
家
た
ち
や
、
洪
水
の
よ
う

に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
押
し
寄
せ
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
版
画
に
つ
い
て
も

ま
だ
き
ち
ん
と
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
﹂
と
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
の
手

本
に
関
す
る
問
題
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
（27）
。
し
か

し
、
我
々
が
実
証
的
な
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
が

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
作
品
を
確
実
に
知
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を

自
身
の
芸
術
論
で
評
価
し
て
い
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
乏
し
い

証
拠
し
か
な
い
状
況
で
、
我
々
は
造
形
の
比
較
に
よ
る
美
術
史
的
判
断
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
再
度
、
作
品
自
体
に
立
ち
返
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　

そ
の
た
め
に
﹁
ま
な
ざ
し
﹂
の
表
現
を
手
掛
か
り
と
し
よ
う
。
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
二
点
の
︽
自
画
像
︾
に
は
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
で
も
同
じ
く
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
、
ど
の
作
品
も
﹁
軽
く
斜
視
気
味
﹂
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
で
重
要
な
の
は
、
鏡
を
見
て
い
る
画
家
自
身

の
眼
が
、
実
際
に
斜
視
気
味
に
鏡
に
映
る
か
ど
う
か
だ
け
で
は
な
く
、
完
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成
作
に
そ
う
し
た
ま
な
ざ
し
を
残
し
て
お
く
と
い
う
画
家
の
判
断
に
こ
そ

あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
外
見
上
の
美
的
処
理
を
考
え
る
な
ら
ば
、
眼

球
の
位
置
は
十
分
に
調
整
可
能
な
箇
所
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
行
わ
ず
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自
画
像
と
同
様
に
斜
視
気
味
の
眼
を
表
現
し
て
い
る
と
い

う
事
実
に
、
筆
者
は
、
こ
の
表
現
が
単
な
る
模
倣
で
は
な
く
ヒ
リ
ア
ー
ド

の
デ
ュ
ー
ラ
ー
研
究
に
依
る
も
の
だ
と
見
た
い
。
ヒ
リ
ア
ー
ド
の
デ
ュ
ー

ラ
ー
受
容
は
、
こ
の
ま
な
ざ
し
の
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の

︽
自
画
像
︾
を
研
究
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

こ
の
ま
な
ざ
し
の
表
現
自
体
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自
画
像
の
、
我
々
を
ま
っ
す
ぐ
見
つ
め
る
（
我
々
か
ら

見
て
）
右
側
の
目
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
制
作
活
動
中
の
目
を
表
わ
し
て
い

る
（28）
。
こ
の
表
現
か
ら
得
ら
れ
る
絵
画
的
効
果
は
、
右
目
で
鑑
賞
者
（
す

な
わ
ち
鏡
の
自
分
）
を
見
つ
め
な
が
ら
、
左
目
は
別
の
も
の
を
見
つ
め
る

と
い
う
、
モ
デ
ル
で
あ
る
画
家
自
身
の
制
作
の
瞬
間
を
再
現
す
る
こ
と
に

あ
る
 （29）
。
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
を
ヒ
リ
ア
ー
ド
が
表
現
す
る
こ
と
は
、
単

純
な
模
倣
を
越
え
た
、
ま
さ
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
造
形
的
原
理
を
、
言
葉
や

理
論
で
は
な
く
イ
メ
ー
ジ
の
総
体
と
し
て
感
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

し
か
表
現
し
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（30）
。

自
然

　

展
覧
会
の
最
後
の
主
題
で
あ
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
﹁
自
然
﹂
に
つ
い
て
考

え
る
と
き
、︽
兎
︾（fi

g
. 12

）
の
よ
う
な
写
実
的
な
素
描
か
ら
、
我
々
は

デ
ュ
ー
ラ
ー
が
動
植
物
を
描
く
と
き
に
は
徹
底
的
な
自
然
研
究
に
基
づ
い

て
い
る
と
思
い
込
ま
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
思
い
込
み

は
、
正
し
い
作
品
理
解
を
妨
げ
る
一
因
と
な
る
だ
ろ
う
（31）
。

　

異
国
の
動
物
を
表
わ
し
た
︽
犀
︾（fi

g
. 13

）
に
は
、
活
版
印
刷
に
よ
る

テ
キ
ス
ト
が
図
の
上
部
に
添
え
ら
れ
、
こ
の
珍
獣
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た

ら
さ
れ
た
由
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

fig.12	 デューラー《兎》1502年、ペン、水彩、
 アルベルティーナ版画素描館
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﹁
キ
リ
ス
ト
降
誕
後
一
五
一
三
年
目
の
五
月
一
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

偉
大
な
る
エ
マ
ヌ
エ
ル
国
王
陛
下
宛
に
、
こ
の
よ
う
な
動
物
が
生
き

た
ま
ま
イ
ン
ド
か
ら
リ
ス
ボ
ン
に
運
ば
れ
た
。
人
々
は
こ
の
動
物
を

リ
ノ
ケ
ル
ス
と
呼
ぶ
。
そ
の
動
物
の
姿
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
通
り
で

あ
る
。
そ
れ
は
亀
の
よ
う
な
色
合
い
で
、
厚
い
甲
羅
に
覆
わ
れ
て
い

る
。
身
体
の
寸
法
は
象
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
る
が
、
脚
は
象
よ
り

も
短
く
、
防
御
に
優
れ
て
い
る
。
鋭
い
角
が
一
本
、
鼻
か
ら
突
き
出

て
い
て
、
傍
ら
に
石
が
あ
る
時
は
常
に
そ
れ
を
研
ぎ
始
め
る
。
こ
の

の
ろ
ま
な
動
物
は
象
の
天
敵
で
あ
る
。
象
は
こ
の
動
物
を
ひ
ど
く
恐

れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
象
に
近
づ
く
と
、
象
の
前
脚
の
間

を
頭
で
突
進
し
、
象
の
腹
部
を
引
き
裂
き
、
そ
し
て
殺
し
て
し
ま
う

か
ら
だ
。
し
か
し
、
象
は
そ
れ
を
防
御
で
き
な
い
。
こ
の
動
物
は
象

が
何
も
出
来
な
い
ほ
ど
し
っ
か
り
と
武
装
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

人
々
は
リ
ノ
ケ
ル
ス
を
素
早
く
、
勇
敢
で
狡
猾
で
あ
る
と
言
う
。﹂（32）

　

こ
の
記
述
と
迫
真
的
な
描
写
か
ら
、
我
々
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
こ
の
犀
を

実
際
に
見
た
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が

こ
の
犀
を
見
て
い
な
い
こ
と
は
歴
史
的
に
間
違
い
な
い
。す
る
と
、デ
ュ
ー

ラ
ー
は
こ
の
犀
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
こ
で
得
た
か
が
問
題
と
な
る
。
ペ
ン
に

よ
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
準
備
素
描
（fi

g
. 14

）
が
大
英
博
物
館
に
残
さ
れ
て

お
り
、
当
時
リ
ス
ボ
ン
在
住
の
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ー
ン
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン

ト
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
を
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
写
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
の
素
描
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
ニ
ュ
ル

fig.13 デューラー 《犀》 木版画、1515年
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ン
ベ
ル
ク
の
友
人
に
宛
て
た
手
紙
に
添
え
ら
れ
、
手
紙
に
は
犀
に
関
す
る

情
報
が
記
さ
れ
て
い
た
 （33）
。

　

こ
の
犀
の
素
描
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
贈
ら
れ
て
き
た
犀
を
正
し
く
表
わ

し
た
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
犀
の
肩
の
間
に
見

ら
れ
る
小
さ
な
二
本
目
の
角
か
ら
生
じ
て
く
る
。
イ
ン
ド
犀
は
鼻
に
一
本

の
角
を
持
ち
、
鼻
の
上
に
二
本
の
角
が
あ
れ
ば
ア
フ
リ
カ
犀
と
な
る
の
だ

が
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
パ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
パ
ウ
サ

ニ
ア
ス
や
マ
ル
テ
ィ
リ
ウ
ス
の
よ
う
な
古
代
の
作
家
が
ア
フ
リ
カ
犀
を
指

し
て
﹁
犀
は
二
本
の
角
を
持
つ
﹂
と
し
た
記
述
を
ニ
ュ
ル
ベ
ル
ク
の
人
文

主
義
者
か
ら
知
る
こ
と
で
、
イ
ン
ド
犀
の
描
写
に
も
う
一
本
角
を
加
え
た

可
能
性
が
高
い
（34）
。
こ
の
二
本
目
の
角
に
関
し
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
同
時

代
の
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ク
マ
イ
ア
（
父
）
に
よ
る
犀
の
版
画
が
重
要
な
役
割

を
担
う
こ
と
と
な
る
（fi

g
. 15

）。
お
そ
ら
く
、
ブ
ル
ク
マ
イ
ア
も
フ
ェ

ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
の
ス
ケ
ッ
チ
を
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
同
時
期
に
見
た
は
ず
だ
が
、

こ
れ
ほ
ど
犀
の
姿
が
異
な
る
の
は
不
思
議
に
思
わ
れ
る
。
ブ
ル
ク
マ
イ
ア

の
犀
に
は
二
本
目
の
角
が
な
く
、
前
足
に
は
鎖
の
付
い
た
綱
が
縛
ら
れ
て

い
る
。
皮
膚
の
様
子
も
実
際
の
犀
と
変
わ
ら
な
い
ば
か
り
か
、
鼻
先
の
髭

や
頚
部
の
毛
の
表
現
な
ど
か
ら
、
実
際
に
目
に
し
な
け
れ
ば
描
き
出
せ
な

い
よ
う
な
特
徴
も
認
め
ら
れ
、
実
は
ブ
ル
ク
マ
イ

ア
の
版
画
こ
そ
が
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
の
素
描
の

正
確
な
再
現
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
す

る
と
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
目
の
前
に
あ
っ

た
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
の
素
描
よ
り
も
、
人
文

主
義
者
た
ち
か
ら
得
た
古
代
の
知
識
の
ほ
う
が
よ

り
正
確
な
情
報
に
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ら

ば
、
パ
ス
が
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
犀
は
、
古
代
の
記
述
に
従
っ
た
ル
ネ
サ
ン

ス
に
特
有
な
人
文
主
義
的
産
物
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
（35）
。



さ
て
、
実
は
非
写
実
的
で
あ
っ
た
デ
ュ
ー
ラ
ー

の
犀
は
、
ブ
ル
ク
マ
イ
ア
に
よ
る
写
実
的
な
犀
を

抑
え
て
、
そ
の
後
も
時
代
を
越
え
て
多
く
の
作
家

fig.14 デューラー《犀》(W. 625) 1515年、ペン、
 大英博物館

fig.15 ハンス・ブルクマイア《犀》1515年、
 木版画（ウニクム）、ウィーン、
 アルベルティーナ版画素描館
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た
ち
に
参
照
さ
れ
続
け
た
。
例
え
ば
十
七
世
紀
、
ウ
ィ
ー
ン
で
活
躍
し
た

ヨ
ハ
ン
・
エ
ル
ト
マ
ン
・
ガ
ン
ス
ラ
ー
に
帰
属
さ
れ
る
異
国
情
緒
あ
ふ
れ

る
杯
（fi

g
. 16

）
に
は
、
巨
大
な
オ
ウ
ム
貝
の
上
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
木
版

画
を
正
確
に
立
体
化
し
た
小
型
の
木
彫
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ガ
レ
に
よ
る
、い
わ
ゆ
る
﹁
マ
ド
リ
ー
ド
の
犀
﹂（
一
五
八
六

年
）
を
写
実
的
に
描
い
た
版
画
や
、﹁
ロ
ン
ド
ン
の
犀
﹂（
一
六
八
四
年
）

の
版
画
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
未
だ
に

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
犀
が
手
本
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（36）
。
同

様
の
こ
と
が
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ケ
ッ
セ
ル
（
父
）
に
よ
る
銅
板
絵
に
も
生

じ
て
い
る
（fi

g
. 17

）。
こ
こ
で
は
、
犀
の
姿
が
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
木
版
画
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
テ
キ
ス
ト
に
表
わ

さ
れ
て
い
た
象
の
腹
を
角
で
一
突
き
す
る
様
子
ま
で
も
再

現
さ
れ
て
い
る
（37）
。
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
こ
の
犀
は
海

を
越
え
、
遥
か
日
本
に
ま
で
や
っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
犀
が
、
一
七
九
〇
年
に
谷
文
晁
（
一
七
三
六

〜
一
八
四
〇
）（fi

g
. 18

）
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
。
谷
は
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
犀
を
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヨ
ン
ス
ト
ン
の
﹃
自
然

誌
﹄（H

isto
riae n

atu
ralis

）
か
ら
写
し
た
と
思
わ
れ
る
。

当
時
こ
の
書
物
は
、
学
者
や
芸
術
家
ら
の
間
で
広
く
知
ら

れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
た
多
く
の
動
物
図

の
中
か
ら
、
谷
が
犀
を
選
ん
だ
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
犀
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
も
参
照
さ
れ
続
け
て
い
た
よ
う
に
、
谷
の
目
に
も
魅
力

fig.16 ヨハン・E・ガンスラー（？）
 《オウム貝の杯》1691年、ウィーン、
 美術史美術館

fig.17 ヤン・ファン・ケッセル（父）
 《アフリカのアレゴリー》1664-66年、油彩、
 銅板、ミュンヘン、バイエルン国立絵画館

fig.18 谷文晁《犀図》1790年、絹本着彩、
 ファナック株式会社、曙館
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的
に
映
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。
二
百
年
以
上
の
時
を
経
て
、

海
を
超
え
て
も
な
お
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
犀
は
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
（38）
。

　

二
十
世
紀
に
な
っ
て
も
、
美
術
史
家
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー

の
思
い
出
に
よ
る
と
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
犀
は
彼
の
子
供
時
代
（
一
九
三
〇

年
代
）
の
教
科
書
で
挿
絵
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（39）
。
こ
う

し
た
現
象
は
、
美
術
に
お
い
て
こ
そ
特
徴
的
な
も
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
の
受
容
に
関
し
て
、
我
々
は
次
の
こ
と
を
知
る
こ
と
と

な
る
。
真
実
を
表
し
た
作
品
を
抑
え
て
、
真
実
を
装
っ
た
装
飾
的
な
作
品

が
影
響
力
を
持
つ
こ
と

―
す
な
わ
ち
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
創
造
力
が
極
め

て
優
れ
て
い
た
た
め
ブ
ル
ク
マ
イ
ア
の
作
品
は
打
ち
捨
て
ら
れ
、
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
犀
が
手
本
と
し
て
選
ば
れ
た
。
美
術
に
お
い
て
は
、
芸
術
的
に
優

れ
た
像
の
ほ
う
が
、
真
の
像
よ
り
も
正
統
と
な
る
こ
と
を
こ
の
木
版
画
は

証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
﹁
自
然
﹂
の
受
容
に
関
し
て
、
続
け
て
、
ハ
ー

ル
レ
ム
の
ホ
ル
ツ
ィ
ウ
ス
と
コ
ル
ネ
リ
ス
ゾ
ー
ン
の
例
を
取
り
上
げ
よ

う
。
北
方
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
を
代
表
す
る
作
家
ヘ
ン
リ
ク
・
ホ
ル
ツ
ィ
ウ
ス

（
一
五
五
八
〜
一
六
一
七
）
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
は
、
そ
の
完
成
度
の
高

さ
か
ら
、
最
も
重
要
な
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
（fi

g
. 19

）。
大
英
博
物
館
所
蔵
の
鉛
筆
に
よ
る
自
画
像
に
は
、
ヒ

リ
ア
ー
ド
の
自
画
像
と
同
様
、
ホ
ル
ツ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自

画
像
の
深
い
理
解
が
認
め
ら
れ
る
。
ヒ
リ
ア
ー
ド
は
、﹃
細
密
肖
像
画
論
﹄

の
中
で
﹁
ホ
ル
ツ
ィ
ウ
ス
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
に
非
常
に
近
く
ま
で

迫
っ
て
い
た
﹂
こ
と
を
賞
賛
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
（40）
。

　

こ
の
ホ
ル
ツ
ィ
ウ
ス
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
が
、
カ
レ
ル
・
フ
ァ
ン
・
マ

ン
デ
ル
が
ホ
ル
ツ
ィ
ウ
ス
と
コ
ル
ネ
リ
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ス
ゾ
ー
ン
（
約

一
五
五
〇
〜
約
一
六
〇
〇
）
の
三
人
で
創
設
し
た
﹁
実
物
写
生
を
勉
強
す

る
た
め
の
ア
カ
デ
ミ
ー
﹂
運
動
の
な
か
で
（41）
、
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し

て
い
た
の
か

―
イ
タ
リ
ア
と
は
一
線
を
画
す
北
方
的
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー

ト
の
確
立
を
巡
っ
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
﹁
自
然
研
究
﹂
が
ハ
ー
ル
レ
ム
・

ア
カ
デ
ミ
ー
の
理
念
形
成
に
戦
略
的
に
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
き
た
の

か
、
こ
れ
ま
で
デ
ュ
ー
ラ
ー
研
究
で
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ

fig.19 ヘンリク・ホルツィウス《割礼》1594年、
 エングレーヴィング
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た
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
コ
ル
ネ
リ
ス
ゾ
ー
ン
の
油
彩
画
︽
楽
園
追
放
︾

（fi
g

. 20
）
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
銅
版
画
︽
ア
ダ
ム
と
エ

ヴ
ァ
︾（fi

g
. 21

）
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
明
白
で
、
ハ
ー
ル
レ
ム
・
ア
カ
デ

ミ
ー
の
理
念
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
理
想
的
身
体
の
研
究
が
明
確
に
関
与
し
て

い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
 （42）
。
そ
し
て
、
フ
ァ
ン
・
マ
ン
デ

ル
を
通
し
て
、ハ
ー
ル
レ
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ー
は
皇
帝
ル
ド
ル
フ
二
世
の
﹁
プ

ラ
ハ
を
継
承
す
る
﹂（43）

と
い
う
観
念
的
戦
略
を
織
り
込
ま
れ
て
い
た
、
と

尾
崎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
同
時
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ

ン
ス
が
プ
ラ
ハ
を
経
由
し
て
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
に
も
た
ら
さ
れ
た
一
つ
の

例
を
示
し
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
が
十
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
美
術
の
大
き
な
国
際
潮
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

　

ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
の
次
の
世
代
、
ル
ー
ベ
ン
ス
（
一
五
七
七
〜

一
六
四
〇
）
に
よ
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
も
重
要
な
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
（44）
。

ル
ー
ベ
ン
ス
ほ
ど
の
巨
匠
と
な
る
と
、
彼
自
身
の
影
響
力
の
大
き
さ
か
ら

し
て
、
も
は
や
単
純
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
し
て
く
く
る
べ
き

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
ル
ー
ベ
ン
ス
が
ラ
フ
ァ

エ
ロ
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
同
等
に
尊
敬
し
学
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
に
注

目
し
、
ル
ー
ベ
ン
ス
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
の
一
例
を
挙
げ
て
お

き
た
い
。
ベ
ル
リ
ン
国
立
版
画
素
描
館
所
蔵
の
素
描
（fi

g. 22

）
は
、
ラ

fig.20 コルネリス・コルネリスゾーン
 《楽園追放》1592年、油彩、カンバス、
 アムステルダム国立美術館

fig.21 デューラー《アダムとエヴァ》
 1504年、エングレーヴィング
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フ
ァ
エ
ロ
に
よ
る
﹁
署
名
の
間
﹂
の
︽
ソ
ロ
モ
ン
の
審
判
︾（
一
五
〇
九

〜
一
五
一
一
年
）
を
ル
ー
ベ
ン
ス
が
ヴ
ァ
チ
カ
ン
で
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の

で
、
そ
の
上
方
に
ル
ー
ベ
ン
ス
自
身
の
手
で
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
﹃
人
体
均
衡

論
四
書
﹄の
構
成
に
関
す
る
メ
モ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、ル
ー

ベ
ン
ス
が
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
（
一
六
〇
〇
〜
一
六
〇
七
年
）
し
た
際
、﹃
人

体
均
衡
論
四
書
﹄
の
ラ
テ
ン
語
版
（
一
五
三
二
／
三
四
年
）
を
手
に
し
た

こ
と
に
よ
る
覚
え
書
き
か
も
し
れ
な
い
（45）
。
こ
れ
は
、
ル
ー
ベ
ン
ス
の

デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
に
関
し
て
極
め
て
象
徴
的
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

デ
ュ
ー
ラ
ー
に
関
す
る
メ
モ
の
下
に
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
壁
画
の
ス
ケ
ッ
チ
を

し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
上
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の

身
体
均
衡
論
に
関
す
る
メ
モ
を
し
た
の
か
は
不
明

だ
が
、
偶
然
で
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
を
一
枚
の
紙

に
組
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ

う
（46）
。
こ
の
素
描
を
、
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
・
ロ
マ

ン
派
に
よ
る
﹁
ラ
フ
ァ
エ
ロ
＝
デ
ュ
ー
ラ
ー
崇

拝
﹂
の
先
駆
け
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
が
、

一
方
で
、
ナ
ザ
レ
派
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ

ロ
同
様
に
、
ル
ー
ベ
ン
ス
を
手
本
と
し
て
い
た
と

は
言
わ
れ
て
い
な
い
。
ル
ー
ベ
ン
ス
の
バ
ロ
ッ
ク

的
表
現
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
画
家
た
ち
が

克
服
す
べ
き
表
現
で
あ
っ
た
た
め
、
作
品
制
作
の

指
針
と
し
て
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ル
ー
ベ
ン
ス
に
よ
る
デ
ュ
ー

ラ
ー
受
容
は
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
デ
ュ
ー

ラ
ー
が
手
本
と
な
ら
な
か
っ
た
時
代
が
な
い
こ
と

の
一
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

fig.22 ルーベンス 《ラファエロのソロモンの審判》
 （ヴァチカン署名の間に基づく）ベルリン国立版画素描館
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お
わ
り
に

　

以
上
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
受
容
に
関
す
る
作
例
を
﹁
宗
教
・
肖
像
・
自

然
﹂
の
視
点
か
ら
検
討
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
史

の
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
の
全
作
例
を
検
討
す
る

こ
と
は
不
可
能
な
ほ
ど
、
そ
の
影
響
は
多
岐
多
様
に
わ
た
っ
て
お
り
、
こ

こ
で
は
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
議
論
の
手
が
か
り
と
な
り
そ
う
な
も
の
に
限

定
し
て
い
る
。﹁
宗
教
﹂
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
に
よ
る
デ
ュ
ー

ラ
ー
作
品
の
模
倣
、
あ
る
い
は
贋
作
制
作
。
そ
し
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル

ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
プ
ラ
ハ
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
宮
廷
で
の
相
違
点
。﹁
肖
像
﹂

で
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
友
情
に
政
治
的
な
判
断
が
な
か
っ

た
か
。
ヒ
リ
ア
ー
ド
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
自
画
像
の
造
形
原
理
に
対
す

る
深
い
理
解
。﹁
自
然
﹂
に
お
い
て
は
、︽
犀
︾
の
写
実
性
を
例
に
と
り
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
に
は
写
実
の
信
頼
性
が
初
め
か
ら
付
与
さ
れ
て
し
ま
う

危
険
性
、
作
家
の
神
話
性
と
造
形
の
優
劣
が
写
実
の
真
偽
を
も
揺
る
が
し

て
し
ま
う
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
さ
ら
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
自
然
研

究
が
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
、
ハ
ー
ル
レ
ム
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
理
論
的
支
柱

の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
作
品
自
体
が
手
本

と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
芸
術
哲
学
が
次
世
代
の
芸
術
の
方
向
性
ま

で
も
決
定
づ
け
た
可
能
性
に
も
言
及
し
た
。

　

私
の
こ
の
総
論
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
の
理
解
の
一
助
と
な
り
、

ま
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
刺
激
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
私
も
こ

れ
を
今
後
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
受
容
を
研
究
す
る
た
め
の
一
つ
の
ア
ト
ラ
ス
と

し
た
い
。
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。
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
記
述
の
和
訳
は
以
下
を
参
照
。

元
木
幸
一
﹁
コ
ピ
ー
か
ら
コ
ピ
ー
へ
、
中
世
末
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
北
方
の

複
製
文
化
﹂﹃
西
洋
美
術
研
究
﹄N

o
. 11

、二
〇
〇
四
年
、三
〇
頁 （
二
九

―
四
九
）;G

. V
asari, Le vite d

e ’ p
iu

 eccellen
ti p

itto
ri scu

lto
ri 

ed
 arch

itetto
ri , a cu

ra d
i G

aetan
o

 M
ilan

esi, to
m

o
 V., Firen

ze, 
1906, p

p
. 405-406. 

（5） 
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
の
模
作
に
関
し
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。
蜷

川
順
子
﹁
芸
術
と
技
術
の
は
ざ
ま
で
―
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
史
上
初

の
著
作
権
告
訴
事
件
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
芸
術
の
理
論
と
歴
史
﹄、
思
文
閣
、



22

一
九
九
〇
年
、
一
四
八
―
一
五
七
頁
。

（6）I. H
. Sh

o
em

aker, T
h

e E
n

gravin
gs o

f M
arcan

to
n

io
 R

aim
o

n
d

i, 

K
an

sas, 1981, p
. 3.

（7） 
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
宮
廷
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
つ
い
て
は
ギ

ゼ
ラ
・
ゴ
ル
ト
ベ
ル
ク
の
論
文
に
詳
し
い
：G

. G
o

ld
b

erg, D
ü

rer-

R
en

aissan
ce am

 M
ü

n
ch

n
er H

o
f, in

: U
m

 G
lau

b
en

 u
n

d
 R

eich
. 

K
u

rfü
rst M

ax
im

ilian
 I., h

rsg. vo
n

 H
. G

laser, M
ü

n
ch

en
 1980, S. 

318-332.

（8） 

バ
イ
エ
ル
ン
公
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
と
皇
帝
ル
ド
ル
フ
二
世
は
、

同
じ
作
品
を
購
入
す
る
た
め
に
競
っ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
。
時
に
は
、

マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
が
ル
ド
ル
フ
に
勝
利
す
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
例

え
ば
︽
キ
リ
ス
ト
の
哀
悼
︾（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
ア
ル
テ
・
ピ
ナ
コ
テ
ー
ク
）

は
、
一
五
八
八
年
に
イ
ム
ホ
フ
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
ル
ド
ル
フ
に

購
入
の
打
診
が
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
結
局
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
が

一
六
〇
〇
年
頃
に
購
入
し
た
。: G

. G
o

ld
b

erg, Z
u

r A
u

p
rägu

n
g d

er 

D
ü

rer-R
en

aissan
ce in

 M
ü

n
ch

en
, in

: M
ü

n
ch

n
er Jah

rb
u

ch
 d

er 

b
ild

en
d

en
 K

u
n

st, B
d

. X
X

X
I, M

ü
n

ch
en

 1
9

8
0

, S. 1
3

3
, A

n
m

. 2
4

, 

(129-175). 

な
お
、
平
川
氏
の
報
告
も
参
照
の
こ
と
。

（9） 
D

ü
rer-R

en
aissan

ce (A
u

sstell.-K
at.), h

rsg. vo
n

 G
. G

o
ld

b
erg, 

M
ü

n
ch

en
 1971, S. 19, K

at. N
r. 17.

（10） 

原
文
は
以
下
の
通
り
：“A

p
p

elles D
eu

th
o

n
icu

s h
u

n
c in

gen
ij 

cu
rio

su
m

 p
artu

m
 ed

id
it/p

en
n

a n
o

n
 p

relo
: A

˚ 1515 p
en

icillo
 

accu
rate im

itatu
m

 A
˚ 1

6
3

3
. ”

; G
. G

o
ld

b
erg, o

p
.sit., 1

9
8

0
, S. 

142.

（11） 
G

. G
o

ld
b

erg, o
p

.sit., 1980, S. 142; 

第
二
の
ア
ペ
レ
ス
と
い
う

デ
ュ
ー
ラ
ー
礼
讃
を
初
め
て
取
り
上
げ
た
の
は
メ
ン
デ
で
あ
る
：M

. 

M
en

d
e, o

p
.sit., 1971.

（12） 

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
﹃
ヴ
ァ
ザ
ー
リ　

ル
ネ
サ
ン
ス
画
人
伝
﹄
白
水
社
、

一
九
八
二
年
、
一
九
一
―
一
九
二
頁
。

（13） 
F. A

n
ze

le
w

sk
y, A

lb
re

c
h

t D
ü

re
r. D

as m
ale

risc
h

e
 W

e
rk

, 

N
eu

au
sgab

e, Tex
tb

an
d

, B
erlin

, 1991, S. 229, K
at.-N

r. 117 V.

（14） 
V. B

irke u
n

d
 J. K

ertész, D
ie italien

isch
en

 Z
eich

n
u

n
gen

 d
er 

A
lb

ertin
a, G

en
eralverzeich

n
is, B

d
. IV, In

v. 14326-42255, W
ien

, 

1997, S. 2158, In
v. 17575.

（15） 
H

. K
eh

rer, D
ü

rers Selb
stb

ild
n

isse u
n

d
 d

ie D
ü

rers-B
ild

n
isse, 

B
erlin

, 1934, N
r. IV, 2.

（16） 

秋
山
聰
﹁
肖
像
：
名
声
の
流
布
と
永
続
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
﹂﹃
ア

ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
版
画
・
素
描
展　

宗
教
／
肖
像
／
自
然
﹄

（
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
）
佐
藤
直
樹
編
、
国
立
西
洋
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
、

一
二
九
頁
。

（17） 

ヒ
リ
ア
ー
ド
の
芸
術
論
の
全
訳
と
解
題
は
以
下
を
参
照
：
潮
江
宏

三
﹃
ニ
コ
ラ
ス
・
ヒ
リ
ア
ー
ド
︽
リ
ム
ニ
ン
グ
芸
術
論
︾﹄
科
学
研
究

費
補
助
金
（
一
般
研
究
C
）
研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
九
二
年
（
潮
江

氏
の
翻
訳
は
次
の
版
が
元
と
な
っ
て
い
る
：A

. F. K
in

n
ey, N

ich
o

las 

H
illiard

’s “A
rt o

f Lim
n

in
g ”, N

o
rth

eastern
 U

n
iversity P

ress, 
1983).

（18） 

ヒ
リ
ア
ー
ド
の
著
作
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
関
す
る
言
説
は
以

下
に
詳
し
い
：H

. V
ey, N

ich
o

las H
illiard

 an
d

 A
lb

rech
t D

ü
rer, 

in
: M

o
u

seio
n

, Stu
d

ien
 au

s K
u

n
st u

n
d

 G
esch

ich
te fü

r O
tto

 H
. 

Fö
rster, K

ö
ln

 1960, S. 155-168.

（19） 
N

. H
illiard

, A
 T

reatise C
o

n
cern

in
g

 th
e A

rte o
f Lim

n
in

g 

b
y N

ich
o

las H
illiard

⋮, ed
. b

y R
.K

.R
. T

h
o

ro
n

go
n

 an
d

 T.G
.S. 

C
ain

, C
arcan

et P
ress, 1992 (1981), p

. 81.; 

潮
江
宏
三
、
前
掲
書
、

一
九
九
二
年
、
二
九
頁
。
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（20） 
R

. Stro
n

g, T
h

e En
glish

 R
en

aissan
ce M

in
iatu

re, Lo
n

d
o

n
 1984, 

p
. 68.

（21） 

ヒ
リ
ア
ー
ド
は
﹃
細
密
肖
像
画
論
﹄
の
な
か
で
、
当
時
主
流
と
な

り
つ
つ
あ
っ
た
明
暗
法
の
必
要
以
上
の
使
用
に
対
し
て
反
対
の
立
場

を
表
明
し
て
い
る
。﹁
モ
デ
ル
を
よ
り
美
し
く
す
る
た
め
に
必
要
な
も

の
も
の
は
、
陰
影
で
は
な
く
開
放
的
な
光
だ
。
そ
の
た
め
女
王
陛
下

は
近
く
の
木
の
陰
も
他
の
あ
ら
ゆ
る
陰
も
な
い
、
美
し
い
庭
園
の
開

け
た
小
径
を
自
身
の
肖
像
画
を
描
く
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ

る
﹂; N

. H
illiard

, o
p

.sit. 1992, p
. 66; R

. Stro
n

g, N
ich

o
las H

illiard
, 

Lo
n

d
o

n
, 1975, p

. 24. 

こ
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
確
か
に
ヒ
リ
ア
ー

ド
の
肖
像
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
に
表
さ
れ
た
人
物
の
顔
に
陰
は
見
え
ず
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
美
意
識
が
強
く
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（22） 
H

. K
au

ffm
an

n
, o

p
.sit.1954, S. 21-23.

（23） 

オ
ッ
ト
ー
・
ペ
ヒ
ト
﹃
美
術
へ
の
洞
察
﹄
前
川
誠
郎
、
越
宏
一
訳
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
〇
六
頁
。
ペ
ヒ
ト
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
よ

り
も
ホ
ル
バ
イ
ン
（
子
）
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ク
ル
ー
エ
の
影
響
を
指
摘
し
、

画
家
の
文
章
に
よ
っ
て
先
入
観
を
得
な
い
よ
う
警
告
し
て
い
る
。
し
か

し
、
筆
者
は
、
作
品
観
察
に
よ
っ
て
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
影
響
を
認
め
る
立

場
を
取
っ
て
い
る
。

（24） 
C

. W
in

ter, Elizab
eth

an
 M

in
iatu

res, Lo
n

d
o

n
 1943, p

. 16.

（25） 
Ib

id
.

︻　

︼
は
筆
者
に
よ
る
。

（26） 
H

. K
au

ffm
an

n
, o

p
.cit., 1954, S. 21-23.

（27） 
H

. V
ey, o

p
.cit., 1960, S. 160 (155-168).

（28） 

自
画
像
お
け
る
目
が
、
表
現
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ー
ゴ
・
ケ
ー
ラ
ー
は
、
自
画
像
の
目
の
一

般
的
な
表
現
に
つ
い
て
﹁
鏡
で
自
分
を
見
つ
め
る
一
方
の
目
は
、
自
分

を
造
形
的
に
捉
え
る
た
め
の
仕
事
を
し
て
い
る
た
め
、
小
さ
い
が
鋭
い

ま
な
ざ
し
を
し
て
お
り
、
も
う
一
方
の
目
は
緊
張
感
こ
そ
な
い
が
自
然

の
大
き
さ
で
、
鋭
さ
は
な
く
ぼ
ん
や
り
と
﹂
表
現
さ
れ
る
と
い
う
：H

. 

K
eh

rer, D
ü

rers Selb
stb

ild
n

isse u
n

d
 d

ie D
ü

rer-B
ild

n
isse, B

erlin
 

1934, S. 17. 

ま
た
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
の
細
密
肖
像
画
に
は
、︽
レ
ス
タ
ー

伯
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ド
リ
ー
︾（
一
五
七
一
〜
七
四
年
、
個
人
蔵
）
な
ど
の

よ
う
に
斜
視
気
味
の
ま
な
ざ
し
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
自

画
像
で
は
な
い
他
人
の
肖
像
画
に
お
け
る
視
線
の
描
出
法
に
関
し
て
は
、

所
有
者
と
モ
デ
ル
の
関
係
に
基
づ
く
視
線
の
交
流
な
ど
を
ふ
ま
え
た
別

の
文
脈
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（29） 

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
最
も
初
期
の
自
画
像
︽
二
十
歳
の
自
画
像
︾（
エ
ア

ラ
ン
ゲ
ン
大
学
図
書
館
）
を
例
に
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
レ
オ
・
カ
ー
ナ
ー

が
鑑
賞
者
と
作
者
の
視
線
の
交
差
に
つ
い
て
詳
細
に
解
析
し
て
い

る

: J. L. K
o

ern
er, T

h
e M

o
n

en
t o

f Self-Po
rtraitu

re in
 G

erm
an

 

R
en

assan
ce A

rt, C
h

icago
, 1993, p

p
. 3-6.

（30） 

潮
江
氏
は
、
ヒ
リ
ア
ー
ド
の
自
画
像
の
ま
な
ざ
し
に
﹁
魅
惑
の
対
象

を
い
と
お
し
む
か
の
よ
う
な
温
か
み
﹂
を
読
み
取
り
、
妻
ア
リ
ス
の
細

密
肖
像
画
と
視
線
お
よ
び
心
の
交
換
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
ヒ
リ

ア
ー
ド
の
自
画
像
の
視
線
の
方
式
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ク
ル
ー
エ
の
影
響

で
あ
る
と
し
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
影
響
に
関
し
て
は
言
及
し
て
い
な
い
：

潮
江
宏
三
﹁
私
的
で
公
的
な
絵
画
－
ニ
コ
ラ
ス
・
ヒ
リ
ヤ
ー
ド
の
細
密

肖
像
画
の
一
側
面
﹂﹃
美
術
史
﹄130, V

o
l. X

L, N
o

. 2

、
一
九
九
一
年
、

一
五
五
、一
六
一
頁
、
註
五
〇
。　

（31） 

詳
し
く
は
拙
論
を
参
照
。
佐
藤
直
樹
﹁
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
︽
犀
︾　

写
実

と
エ
ン
ブ
レ
ム
の
間
﹂﹃
国
立
西
洋
美
術
館
紀
要
﹄N

o
. 3

、一
九
九
九
年
、

二
一
―
三
二
頁
。

（32） 

原
文
の
書
き
起
こ
し
は
以
下
参
照
。
前
掲
書
、
三
一
頁
、
註
五
。

（33） 

手
紙
の
写
本
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
国
立
図
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。
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C
o

d
. Sto

razzian
o

 20 (O
ra C

1-X
III 80). 

手
紙
の
英
訳
は
以
下
を
参

照
：A

. F. D
a C

o
sta, D

eam
b

u
latio

n
s o

f th
e R

h
in

o
cero

s (G
an

d
a) 

o
f M

u
zafar K

in
g o

f C
am

b
aia, fro

m
 1

5
1

4
 to

 1
5

1
6

, Lissab
o

n
 

1937, p
p

. 33-40.
（34） 

G
. Pass, D

ü
rer u

n
d

 d
ie w

issen
sch

aftlich
e T

ierd
arstellu

n
g 

d
e

r R
e

n
aissan

c
e

, in
: A

lb
re

c
h

t D
ü

re
r u

n
d

 d
ie

 T
ie

r- u
n

d
 

P
flan

zen
stu

d
ien

 d
er R

en
aissan

ce, Sym
p

o
siu

m
, Jah

rb
u

ch
 d

er 

K
u

n
sth

isto
risch

en
 Sam

m
lu

n
gen

 in
 W

ien
, B

d
. 8

2
/8

3
, W

ien
, 

1986/87, S. 62-63 (57-67). 

動
物
学
者
Ｈ
・
ヘ
デ
ィ
ガ
ー
は
、
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
動
物
園
の
犀
の
皮
膚
疾
患
に
見
ら
れ
る
と
同
様
、
こ
の
犀

は
長
旅
で
角
化
腫
を
被
っ
た
た
め
に
円
錐
形
の
尖
っ
た
角
が
で
き
た
と

指
摘
し
た
。
し
か
し
、
ヘ
デ
ィ
ガ
ー
の
論
で
は
ブ
ル
ク
マ
イ
ア
の
版
画

と
の
相
違
を
説
明
で
き
な
い
。H

. H
ed

iger, Ein
 N

ash
o

rn
 m

it D
ü

er-

H
ö

rn
lein

, in
: D

er Z
o

o
lo

gisch
e G

arten
 B

d
. 39, 1970, S. 101 ff., 

A
b

b
. 2 u

n
d

 4.

（35） 

佐
藤
直
樹
、
前
掲
書
、
二
七
―
二
八
頁
。

（36） 
A

lb
rech

t D
ü

rer im
 K

u
n

sth
isto

risch
en

 M
u

seu
m

, h
rsg. vo

n
 K

. 

Sch
ü

tz, W
ien

, 1994, K
at. N

r. 60, S. 170.

（37） 

犀
の
図
像
の
変
遷
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。T. H

. C
larke, T

h
e 

R
h

in
o

cero
s fro

m
 D

ü
rer to

 Stu
b

b
s. 1515-1799, Lo

n
d

o
n

, 1986.

（38） 

佐
藤
直
樹
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。
な
お
、
谷
文
晁
が
手
本
と
し
た
ヨ

ン
ス
ト
ン
の
﹃
自
然
誌
﹄
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
芳
賀
徹
﹁
さ

ま
よ
う
犀
―
東
と
西
の
歴
史
の
な
か
で
―
﹂﹃
教
養
学
科
紀
要
﹄
東
京

大
学
教
養
学
科
、
第
一
〇
号
、
一
九
七
七
年
、
十
四
頁
。

（39） 
F. W

in
kler, D

ie Z
eich

n
u

n
gen

 A
lb

rech
t D

ü
rers, B

d
. III, B

erlin
, 

1938, S. 65.

（40） 
Jan

 B
iał o

sto
cki, D

ü
rer an

d
 h

is C
ritics 1500-1971: C

h
ap

ters 

in
 th

e H
isto
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