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子

は
じ
め
に

　

西
洋
近
世
に
お
い
て
、
作
品
情
報
の
伝
達
と
い
う
点
で
極
め
て
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
銅
版
画
で
あ
っ
た
。
主
に
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン

グ
を
用
い
、
既
存
の
絵
画
や
彫
刻
の
構
図
や
形
態
を
写
し
た
こ
れ
ら
の

版
画
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
や
リ
ュ
ー
カ
ス
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
デ
ン
ら
が
制
作

し
た
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
画
と
対
比
し
て
、
複
製
版
画
（reproductive 

print

）
と
呼
ば
れ
る
1
。
直
接
見
ら
れ
な
い
絵
画
や
彫
刻
の
情
報
を
知
る

た
め
の
最
も
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
媒
体
で
あ
り
、
周
知
の
と
お
り
、
こ
の

こ
と
を
い
ち
早
く
認
識
し
た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
、
銅
版
画
家
マ
ル
カ
ン
ト
ニ

オ
・
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
に
素
描
を
提
供
し
、
自
身
の
構
図
を
版
画
と
し
て
流

通
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
で
著
さ
れ
た
美
術
文
献
か
ら

も
窺
え
る
。
例
え
ば
、
カ
ー
レ
ル
・
フ
ァ
ン
・
マ
ン
デ
ル
は
、
自
著
『
画
家

の
書
（
絵
画
の
書
）』
に
お
い
て
、
画
家
の
作
品
そ
の
も
の
に
加
え
て
そ
の

複
製
版
画
に
関
す
る
情
報
も
伝
え
て
お
り
2
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
工
房
出
身

の
画
家
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ホ
ス
ト
ラ
ー
テ
ン
は
さ
ら
に
踏
み
込

ん
で
、「
構
図
に
関
す
る
自
身
の
着
想
を
実
現
さ
せ
、
友
人
や
競
争
相
手

か
ら
の
評
価
を
知
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
作
品
を
版
画
と
し
て
出

版
さ
せ
よ
、
さ
す
れ
ば
、
あ
な
た
の
名
は
よ
り
早
く
世
界
中
へ
と
広
ま
る

だ
ろ
う
」（『
絵
画
芸
術
の
高
き
学
堂
へ
の
手
引
き
』
第
五
書
第
七
章
）
と

述
べ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「﹇
複
製
﹈
版
画
家
た
ち
は
偉
大
な
画
家
た
ち
の

名
声
を
轟
か
せ
る
喇
叭
吹
き
と
な
り
、
版
画
作
品
は
伝
令
や
通
訳
と
し
て
、

手
元
に
な
い
、
も
し
く
は
既
に
古
び
て
し
ま
っ
た
優
れ
た
作
品
の
内
容
を

我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
」
の
で
あ
る
3
。

　

こ
う
し
た
普
及
度
の
一
方
で
、
当
時
の
美
術
文
献
は
、
複
製
版
画
の
限

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ハ
ウ
ト
に
よ
る

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
の
複
製
と
そ
の
作
用
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界
や
不
利
、
こ
の
媒
体
に
対
す
る
人
々
の
不
満
を
も
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
。

例
え
ば
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
、
北
方
の
画
家
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ロ
ー
リ
ス
に
つ
い

て
述
べ
た
く
だ
り
で
、
複
製
版
画
か
ら
判
断
す
る
限
り
こ
の
作
家
が
さ
ほ

ど
優
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
と
し
、
そ
の
評
価
の
原
因
を
、
版

画
家
の
腕
前
に
帰
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
い
か
に
有
能
で
あ
っ
て
も
、
彫
版

師
は
、
素
描
制
作
者
の
作
品
な
ら
び
に
素
描
や
手
法
に
は
と
う
て
い
及
ば

な
い
」
か
ら
で
あ
る
4
。
本
稿
で
も
み
る
よ
う
に
、
絵
画
と
版
画
を
比
較

し
、
前
者
の
優
位
性
を
謳
う
発
言
は
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
実
際
、
複
製
版
画
の
な
か
に
は
形
の
崩
れ
や
線
の
堅
さ
な
ど
、

質
的
な
不
備
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ

ィ
ン
グ
に
よ
る
複
製
版
画
が
色
彩
を
伴
わ
ず
、
色
調
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
線

に
翻
訳
す
る
必
要
が
生
じ
る
以
上
、
こ
う
し
た
比
較
は
最
初
か
ら
版
画
に

著
し
く
不
利
な
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
一
口
に
複
製
版
画
と
い
っ
て
も
そ
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
は
多
様
で

あ
り
、（
刷
り
の
工
程
を
別
に
し
て
も
）、
版
画
家
が
素
描
も
版
刻
も
す
る

も
の
、
素
描
自
体
は
画
家
も
し
く
は
別
の
素
描
家
か
ら
提
供
を
受
け
て
版

刻
す
る
も
の
の
別
が
あ
る
ほ
か
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
オ
リ
ジ
ナ
ル

作
品
の
作
者
と
の
直
接
的
な
関
係
の
有
無
な
ど
、
様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

時
に
は
、
複
製
版
画
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
家
の
名
前
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
し

つ
つ
、
一
部
に
版
画
家
の
創
意
工
夫
が
混
ざ
る
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ
る
。

複
製
版
画
を
取
り
ま
く
上
述
の
よ
う
な
慣
行
や
評
価
を
背
景
に
、
本

稿
で
は
、
ド
イ
ツ
出
身
で
そ
の
短
い
生
涯
を
ロ
ー
マ
で
終
え
た
画
家
ア

ダ
ム
・
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
（Adam

 Elsheim
er; 1578−1610

）
と
、
そ
の

複
製
版
画
を
手
が
け
た
オ
ラ
ン
ダ
人
版
画
家
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ハ
ウ
ト

（H
endrick G

oudt; ca. 1583−1648

）
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
や
や
特
殊

な
事
例
に
お
い
て
、
複
製
版
画
や
そ
の
制
作
者
が
上
述
の
よ
う
な
「
情
報

の
伝
播
」
や
「
画
家
の
名
声
の
流
布
」
の
過
程
で
及
ぼ
し
た
作
用
や
歴
史

的
役
割
に
関
す
る
検
討
を
試
み
る
。

一　

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
芸
術
と
ハ
ウ
ト
に
よ
る
複
製
版
画

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
出
身
の
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
は
、
修
業
を
終
え
た
後
に

故
郷
を
離
れ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
経
由
し
て
、
一
六
〇
〇

年
四
月
に
は
ロ
ー
マ
に
到
着
し
て
い
た
。
銅
の
板
を
支
持
体
と
す
る
小
型

の
油
彩
画
を
専
門
に
制
作
し
、
ロ
ー
マ
で
の
地
歩
を
固
め
て
い
く
5
。
一

六
〇
六
年
に
は
ロ
ー
マ
の
聖
ル
カ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
会
、
ま
た
同
年
十

二
月
に
は
結
婚
も
し
て
お
り
、
画
家
の
パ
ウ
ル
・
ブ
リ
ル
、
版
画
家
の
ピ

エ
ト
ロ
・
フ
ァ
ケ
ッ
テ
ィ
、
そ
し
て
教
皇
に
仕
え
た
ド
イ
ツ
出
身
の
植
物

学
者
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
が
結
婚
の
立
会
人
を
務
め
た
。
フ
ァ
ー
ベ
ル

は
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
を
所
有
し
た
芸
術
愛
好
家
で
あ
り
、
ル
ー
ベ

ン
ス
や
そ
の
兄
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
も
親
交
を
も
ち
、
一
六
一
〇
年
に
は
、
エ

ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
訃
報
を
既
に
帰
国
し
て
い
た
ル
ー
ベ
ン
ス
に
伝
え
て
い

る
6
。

　

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
が
手
が
け
た
主
題
は
、
小
型
の
聖
人
像
か
ら
、
聖
書

の
場
面
、
物
語
画
、
そ
し
て
風
景
を
主
眼
と
す
る
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た

る
。
ま
た
、
一
六
〇
六
年
に
イ
タ
リ
ア
語
版
が
出
さ
れ
た
ば
か
り
の
ス
ペ
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イ
ン
の
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
『
グ

ス
マ
ン
・
デ
・
ア
ル
フ
ァ
ラ
ー
チ

ェ
』
か
ら
題
材
を
と
っ
た
《
イ

ル
・
コ
ン
テ
ン
ト
（
満
足
）》（
図

1
）
な
ど
、
先
例
の
少
な
い
主

題
に
積
極
的
に
取
り
組
む
点
に

も
特
色
が
見
ら
れ
る
。
同
様
に

《
ケ
レ
ス
に
対
す
る
嘲
笑
》（
図

2
）
も
、
よ
く
知
ら
れ
た
オ
ウ

ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
典
拠
を
持
つ
と

は
い
え
、
絵
画
の
先
例
は
知
ら

れ
ず
、
こ
の
画
家
の
着
想
に
対

す
る
意
欲
、
も
し
く
は
そ
う
し

た
志
向
を
持
つ
パ
ト
ロ
ン
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
作
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
蝋
燭
や
松
明
等
の
人
工
光
源
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
明
暗
の
対
比
や
複
雑
な
陰
影
の
妙
も
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
芸
術
の
見
ど
こ

ろ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
着
想
の
新
規
性
も
文
学
的
な
方
面
に
留
ま
ら
ず
、

例
え
ば
原
作
は
失
わ
れ
、
コ
ピ
ー
作
品
を
通
じ
て
伝
わ
る
《
大
ト
ビ
ア
ス
》

（
図
3
）
に
は
、
お
そ
ら
く
フ
ァ
ー
ベ
ル
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
関
心
や
知

識
を
反
映
し
て
、
薬
効
を
も
つ
ケ
シ
や
ニ
ワ
ト
コ
の
花
を
は
じ
め
と
す
る

写
実
的
な
植
物
の
描
写
が
見
ら
れ
る
7
。《
エ
ジ
プ
ト
逃
避
》（
図
4
）
に

図2 エルスハイマー《ケレスに対する
嘲笑》銅板に油彩、29.5×24.1㎝、
プラド美術館

図3 エルスハイマーに基づくコピー《大トビアス》銅板に油
彩、21×27㎝、コペンハーゲン国立美術館

図1 アダム・エルスハイマー《イル・コ
ンテント（満足）》銅板に油彩、30
×42㎝、スコットランド、ナショ
ナル・ギャラリー▶
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お
い
て
は
、「
ヤ
コ
ブ
の
道
」
つ
ま
り
天
の
川
が
星
の
集
積
で
あ
る
こ
と
や
、

月
の
表
面
の
見
え
方
に
関
す
る
天
文
学
的
な
知
見
が
反
映
さ
れ
る
8
。
こ

の
よ
う
に
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
作
品
に
は
、
知
的
な
着
想
と
、
新
し
い

劇
的
な
明
暗
法
と
が
兼
備
さ
れ
て
お
り
、
ル
ー
ベ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る

同
時
代
人
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
作
品
を
複
製
版
画
に
起
こ
し
た
の
が
、

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ハ
ウ
ト
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
人
版
画
家
で
あ
っ
た
。
お
そ

ら
く
ハ
ー
グ
で
一
五
八
三
年
頃
に
生
ま
れ
、
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
デ
・
フ
ェ
ル

デ
に
師
事
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
9
。
オ
ラ
ン
ダ
を
発
っ
た
正
確
な
時

期
は
不
明
だ
が
、
一
六
〇
七
年
、
一
六
〇
九
年
の
教
区
民
調
査
の
記
録

か
ら
、
こ
の
間
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
は
自
身
の
妻
に
加
え
、「
画
家
ヘ
ン

ド
リ
ッ
ク
卿
（Sr H

enrico pictore

）」
と
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

こ
の
人
物
が
ハ
ウ
ト
と
推
定
さ
れ
て
い
る
10
。
一
六
〇
八
年
、
ハ
ウ
ト
は

《
小
ト
ビ
ア
ス
》
の
複
製
版
画
（
図
5
、
6
）
を
手
が
け
る
が
、
こ
う
し
た

状
況
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
画
家
本
人
の
同
意
も
得
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵

画
に
十
分
な
ア
ク
セ
ス
を
え
な
が
ら
複
製
版
画
を
制
作
で
き
た
に
違
い
な

図4 エルスハイマー《エジプト逃避》1609年、銅板に油彩、
31×41㎝、ミュンヘン、アルテ・ピナコテーク

図5 エルスハイマー《小トビアス》銅板に油彩、12.4×19.2㎝、
フランクフルト歴史博物館

図6 ヘンドリック・ハウト（エルスハイマーに基づく）《小
トビアス》1608年、エングレーヴィング、13.5×18.7 cm、
メトロポリタン美術館
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い
。
ま
た
、
同
記
録
で
ハ
ウ
ト
が
「
画
家
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
と
ハ
ウ
ト
の
間
に
は
な
が
ら
く
師
弟
関
係
が
想
定
さ
れ

て
き
た
11
。
一
方
で
、
ド
イ
ツ
人
画
家
ヨ
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ン
ド
ラ
ル

ト
は
、
ハ
ウ
ト
が
こ
の
画
家
の
パ
ト
ロ
ン
も
し
く
は
雇
用
主
で
あ
っ
た
か

の
よ
う
に
語
る
。「﹇
ハ
ウ
ト
は
﹈
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
手
に
な
る
も
の
を

全
て
購
入
し
た
だ
け
で
な
く
、
何
年
も
の
間
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
働
か

せ
、
そ
の
働
き
に
大
枚
を
は
た
い
た
の
で
あ
っ
た
12
。」

　

一
六
一
〇
年
十
二
月
、
三
二
歳
の
若
さ
で
他
界
し
た
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー

は
、
友
人
の
パ
ウ
ル
・
ブ
リ
ル
や
家
主
に
加
え
て
、
ハ
ウ
ト
に
も
借
金
が

あ
っ
た
よ
う
だ
。
妻
に
よ
る
債
務
整
理
が
行
わ
れ
、
お
そ
ら
く
返
済
の
一

部
と
し
て
ハ
ウ
ト
は
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
元
に
あ
っ
た
作
品
を
数
点
入
手

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
13
。
翌
一
六
一
一
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
を
経
由
し

て
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
戻
る
14
。
二
人
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
謎
も
残
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ハ
ウ
ト
は
こ
の
画
家
と
数
年
間
同
居
し
て
、
そ
の
作
品

を
複
数
点
所
有
し
て
お
り
、
特
権
的
と
も
い
え
る
立
場
で
エ
ル
ス
ハ
イ
マ

ー
作
品
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
特
異
な
こ
と
に
、
ハ
ウ
ト
の
版
画
作
品
は
そ
の
す
べ
て
が
エ
ル

ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
の
複
製
版
画
な
の
で
あ
る
。
総
数
七
点
と
、
そ
の
数
は

決
し
て
多
く
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
年
記
が
あ
る
。
年
記
の
な
い
一

点
《
聖
ヨ
ハ
ネ
の
斬
首
》
は
、
そ
の
質
か
ら
初
期
の
試
み
と
推
定
さ
れ
て

い
る
15
。
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
と
ハ
ウ
ト
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
モ

ノ
グ
ラ
ム
に
よ
る
署
名
が
あ
る
本
作
に
つ
い
て
は
元
と
な
る
絵
画
作
品
は

逸
失
し
て
い
る
が
、
習
作
素
描
や
コ
ピ
ー
作
品
が
現
在
に
伝
わ
る
。。

　

本
作
を
含
め
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
生
前
に
、
お
そ
ら
く
画
家
の
目
の

届
く
と
こ
ろ
で
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
版
画
は
三
点
に
留
ま
る
。
次
の

《
小
ト
ビ
ア
ス
》
に
は
、
絵
画
の
作
者
と
し
て
の
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
名

と
、
版
画
家
で
あ
る
自
身
の
署
名
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
、
一
六
〇
八
年
と
い

う
年
記
が
付
さ
れ
る
。
極
め
て
正
確
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
図
像
に
添
い
、
木

立
の
前
を
飛
ぶ
鳥
の
姿
な
ど
、
絵
画
で
は
む
し
ろ
見
え
づ
ら
い
細
部
ま
で

も
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
絵
画
作
品
の
方
は
、
一
六
〇
六
年
の
末

頃
に
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国
し
た
ラ
ス
ト
マ
ン
へ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
頃
ま
で
に
完
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ハ
ウ
ト
に
よ

る
複
製
版
画
の
図
像
部
分
と
絵
画
の
サ
イ
ズ
は
横
幅
で
数
ミ
リ
差
と
か
な

り
近
く
、
絵
画
か
ら
ト
レ
ー
ス
で
得
た
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
版
刻
に
使

え
る
レ
ベ
ル
だ
と
い
え
る
。

ち
な
み
に
本
作
に
つ
い
て

は
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
本

人
の
エ
ッ
チ
ン
グ
も
知
ら

れ
る
が
（
図
7
）、
そ
の

サ
イ
ズ
は
縦
幅
が
九
セ
ン

チ
ほ
ど
と
一
回
り
小
ぶ
り

で
あ
る
16
。

　

画
家
の
生
前
に
制
作

さ
れ
た
版
画
の
三
点
目

は
、《
ケ
レ
ス
に
対
す
る

嘲
笑
》
に
基
づ
く
も
の
で
、

図7 エルスハイマー《小トビアス》エッチング、
9.2×14.6 cm、フランクフルト、シュテーデ
ル美術館
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一
六
一
〇
年
の
年
記
が
あ
る
（
図
8
）。
版
画
の
献
呈
先
と
し
て
、
教
皇

パ
ウ
ル
ス
五
世
の
甥
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
の
名
が
記
さ
れ
、
絵
の

作
者
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
名
も
挙
げ
つ
つ
、「
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ハ
ウ
ト
が

版
刻
し
献
呈
す
（sculpsit et dicavit

）」
と
、
ハ
ウ
ト
が
献
呈
の
主
体
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
先
述
の
通
り
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
と
親
し
く
、
彼

の
作
品
の
所
有
者
で
も
あ
っ
た
フ
ァ
ー
ベ
ル
は
歴
代
の
教
皇
に
仕
え
て
お

り
、
パ
ウ
ル
ス
五
世
在
任
期
に
も
、
教
皇
庁
の
庭
園
の
管
理
者
を
務
め

た
。
ま
た
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
作
品
に
正
確
な
建
築
物
の
描
写
が
登
場

し
始
め
る
こ
と
か
ら
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
出
身
で
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
に
仕
え
た
建

築
家
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ヴ
ァ
サ
ン
ツ
ィ
オ
（
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
サ
ン
テ
ン
）
と

の
接
点
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
17
。
ハ
ウ
ト
は
こ
う
し
た
伝
手
の
い
ず
れ
か

か
ら
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
へ
の
献
呈
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
こ
で
ハ
ウ
ト
は
あ
る
種
野
心
的
な
動
き
を
見
せ

て
お
り
、
教
皇
の
甥
の
枢
機
卿
と
い
う
権
力
者
に
、

「
敬
虔
な
心
の
大
い
な
る
証
と
し
て
」
本
作
を
捧

げ
た
の
で
あ
る
。

　

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
絵
画
《
ケ
レ
ス
に
対
す
る

嘲
笑
》
に
は
、
プ
ラ
ド
美
術
館
と
ミ
ル
ウ
ォ
ー
キ

ー
、
ベ
イ
ダ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
二
ヴ
ァ

ー
ジ
ョ
ン
（
以
下
、
プ
ラ
ド
版
、
ベ
イ
ダ
ー
版
と

略
記
）
が
現
存
す
る
。
ケ
レ
ス
を
嘲
笑
う
少
年
の

顔
の
向
き
が
異
な
っ
て
お
り
、
ハ
ウ
ト
の
版
画
は
、

ベ
イ
ダ
ー
版
に
基
づ
く
と
推
定
さ
れ
る
（
た
だ
し

保
存
状
態
か
ら
、
本
稿
の
図
版
に
は
プ
ラ
ド
版
を

用
い
る
）18
。
二
点
と
も
特
筆
す
べ
き
来
歴
と
と

も
に
知
ら
れ
て
お
り
、
ベ
イ
ダ
ー
版
の
方
は
、
所

謂
ダ
ッ
チ
・
ギ
フ
ト
に
よ
っ
て
一
六
六
〇
年
に
イ

ギ
リ
ス
王
室
に
贈
ら
れ
19
、
プ
ラ
ド
版
は
ル
ー
ベ

ン
ス
の
手
を
経
て
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ェ
リ
ペ
四
世
の

図8 ヘンドリック・ハウト（エルスハイマーに基づく）《ケレスに対す
る嘲笑》1610年、エングレーヴィング、32.0×24.6 cm、アムステ
ルダム国立美術館
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所
有
と
な
っ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
絵
画
と
版
画
の
サ
イ
ズ
は
ほ

ぼ
同
一
で
あ
り
、
ハ
ウ
ト
が
、
構
図
の
転
写
と
い
う
工
程
に
お
い
て
は
、

サ
イ
ズ
変
更
を
伴
わ
な
い
比
較
的
作
業
の
容
易
な
方
法
を
採
用
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
で
、
版
刻
に
当
た
っ
て
は
労
を
厭
わ
な
い
緻
密
な

作
業
が
重
ね
ら
れ
、
暗
が
り
の
中
に
多
様
な
表
情
を
生
み
出
し
て
い
る
。

例
え
ば
老
婆
と
女
神
の
間
、
足
元
の
植
物
の
向
こ
う
に
続
く
地
面
は
、
手

前
の
方
で
は
緊
密
な
平
行
線
に
左
下
が
り
の
斜
線
を
加
え
て
暗
い
空
間
を

示
唆
す
る
が
、
炎
や
乳
桶
の
近
く
で
は
斜
線
は
消
え
、
平
行
線
の
間
隔
を

不
揃
い
に
し
て
、
所
々
に
揺
れ
も
交
え
、
水
気
を
帯
び
た
表
面
か
ら
の
反

射
を
ほ
の
め
か
す
艶
の
あ
る
表
現
に
繋
げ
て
い
る
。
単
一
の
線
の
な
か
で

の
肥
痩
は
控
え
目
だ
が
、
全
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
線
の
太
さ
に
は
か
な

り
幅
が
あ
り
、
な
か
に
は
、
樹
冠
上
部
と
空
間
の
境
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

エ
ッ
チ
ン
グ
の
線
の
よ
う
な
丸
い
末
端
を
示
す
部
分
も
あ
る
。
本
稿
で
は

所
蔵
館
の
技
法
表
記
に
従
っ
た
が
、
近
年
で
は
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
や
版
画
研

究
者
の
レ
ー
フ
ァ
ー
＝
カ
ン
な
ど
が
、
ハ
ウ
ト
版
画
に
お
け
る
エ
ッ
チ
ン

グ
の
併
用
を
指
摘
し
て
い
る
20
。

残
る
四
点
の
版
画
は
、
ハ
ウ

ト
の
オ
ラ
ン
ダ
帰
国
後
の
制
作

と
な
る
こ
と
が
、
年
記
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
一
六
一
二

年
に
、《
ピ
レ
モ
ン
と
バ
ウ
キ

ス
》（
図
9
、
10
）
が
版
画
に
起

こ
さ
れ
る
。
本
作
に
関
し
て
も
、

版
画
の
図
像
部
分
は
原
画
と
な

る
絵
画
と
ほ
ぼ
同
寸
で
、
図
像

は
左
右
反
転
す
る
。
と
り
わ
け

ユ
ピ
テ
ル
と
メ
ル
ク
リ
ウ
ス

周
辺
の
静
物
モ
チ
ー
フ
に
お
け

る
明
暗
表
現
は
見
事
で
、
夜
の

静
け
さ
を
印
象
付
け
る
。
一
方
、

署
名
の
扱
い
は
大
き
く
変
わ
り
、

図9 エルスハイマー《ピレモンとバウキス》銅板に油彩、
16.9×22.4㎝、ドレスデン国立古典絵画館

図10 ハウト（エルスハイマーに基づく）《ピレモンとバウキス》
1612年、エングレーヴィング、20.0×22.0 cm、アムステ
ルダム国立美術館
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本
作
で
は
、
原
作
者
の
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
は
一
切
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
ず
、

代
わ
り
に
、
ハ
ウ
ト
が
ロ
ー
マ
を
発
つ
直
前
の
一
六
一
一
年
五
月
に
請
願

し
て
得
た
騎
士
の
肩
書
が
誇
ら
か
に
刻
ま
れ
る
21
。

残
る
《
曙
》、《
大
ト
ビ
ア
ス
》、《
エ
ジ
プ
ト
逃
避
》
に
は
、
い
ず
れ
も

一
六
一
三
年
の
年
記
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
《
大
ト
ビ
ア
ス
》（
図
11
）
の
元

と
な
っ
た
絵
画
は
先
述
の
通
り
現
存
し
な
い
が
、
版
画
と
ほ
ぼ
同
寸
の
銅

板
油
彩
画
の
コ
ピ
ー
作
品
が
現
在
に
伝
わ
る
。
一
六
六
九
年
の
時
点
で
エ

ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
「
大
ト
ビ
ア
ス
」
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
ヨ
ハ
ン
・
ヘ
ー
ル
ニ

ウ
ス
（Johan H

eurnius, d. 1669
）
に
所
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
に

あ
り
、
こ
れ
は
ハ
ウ
ト
の
手
を
経
由
し
て
伝
わ
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
22
。
お
そ
ら
く
本
作
も
、
原
作
か
ら
サ
イ
ズ
を
変
え
る
こ

と
な
く
、
か
な
り
忠
実
に
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
先
に
触
れ
た
植
物

の
描
写
に
関
し
て
も
、
絵
画
と
版
画
の
双
方
に
お
い
て
丁
寧
に
そ
の
特
徴

が
拾
わ
れ
て
い
る
。

《
曙
》（
図
12
）
に
関
し
て
は
、
ハ
ウ
ト
は
珍
し
く
構
図
の
全
体
を
表
さ

ず
、
原
作
の
画
面
左
手
前
に
描
か
れ
た
人
物
像
周
辺
を
省
い
て
、
明
け
方

の
風
景
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
、
こ
の
絵
画
《
曙
》（
図
13
）
の
人

物
像
の
添
景
に
は
、
描
き
直
し
の
痕
跡
が
あ
る
。
赤
外
線
レ
フ
レ
ク
ト
グ

ラ
フ
ィ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
当
初
の
構
想
、
即
ち
、

巨
人
ポ
リ
ュ
フ
ェ
モ
ス
か
ら
身
を
隠
す
ア
キ
ス
と
ガ
ラ
テ
イ
ア
は
放
棄
さ

れ
て
画
家
本
人
に
よ
っ
て
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
、
そ
こ
に
後
に
第
三
者
の
手
で

現
在
の
添
景
が
描
き
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
23
。
換
言

図11 ハウト（エルスハイマーに基づく）《大トビ
アス》1613年、エングレーヴィング、25.9
×25.2 cm、アムステルダム国立美術館

図12 ハウト（エルスハイマーに基づく）《曙》
1613年、エングレーヴィング、17.3×
19.2cm、メトロポリタン美術館

図13 エルスハイマー《曙》銅板に油彩、17×22.5
㎝、ブラウンシュヴァイク、アントン・ウ
ルリヒ公美術館
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す
れ
ば
、
ハ
ウ
ト
は
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
が
確
実
に
完
成

さ
せ
た
部
分
の
み
を
複
製
版
画
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
原
作
を
非
常
に
尊
重
し
た
態
度
の
よ
う
で
も
あ
り
、
し

か
し
本
作
の
銘
文
に
も
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
名
は
登
場

し
な
い
。

一
六
一
三
年
に
制
作
さ
れ
た
三
点
の
版
画
の
な
か
で
も

大
作
で
、
か
つ
目
を
惹
き
つ
け
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い

る
の
が
、
夜
の
情
景
と
し
て
描
か
れ
た
《
エ
ジ
プ
ト
逃
避
》

（
図
14
）
で
あ
る
。
元
と
な
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
（
図

4
）
の
出
来
栄
え
も
見
事
な
も
の
で
、
空
に
浮
か
ぶ
月
と

そ
の
水
面
へ
の
反
映
、
ヨ
セ
フ
が
手
に
す
る
松
明
、
聖
家

族
の
向
か
う
先
で
動
物
を
連
れ
た
牧
人
た
ち
が
囲
む
焚
火

の
炎
、
高
く
舞
い
上
が
る
火
の
粉
に
、
上
空
に
き
ら
め
く

星
や
天
の
川
と
、
様
々
な
種
類
の
光
や
輝
き
を
登
場
さ
せ

る
本
作
は
、
夜
景
の
魅
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
た
名
作
の

ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。
ハ
ウ
ト
は
こ
の
作
品
に
や
は
り
原

寸
大
で
挑
み
、
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
だ
け
で
は
や
は
り

達
成
が
難
し
そ
う
に
思
わ
れ
る
深
み
の
あ
る
闇
を
表
現
す

る
と
と
も
に
、
わ
ず
か
に
導
入
さ
れ
た
明
る
さ
を
巧
み
に

活
か
し
て
、
空
間
や
そ
こ
に
潜
む
事
物
の
立
体
感
を
立
ち

上
が
ら
せ
て
い
る
。
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
重
要
な
着
想
で

あ
る
月
面
の
地
形
や
天
の
川
の
成
り
立
ち
を
示
す
描
写
も

保
持
さ
れ
て
お
り
、
満
月
の
内
部
に
も
刻
線
が
入
れ
ら
れ

図14 ハウト（エルスハイマーに基づく）《ピレモンとバウキス》1612年、エングレーヴィング、20.0
×22.0 cm、アムステルダム国立美術館
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る
ほ
か
、
天
の
川
の
星
々
は
、

極
め
て
緊
密
な
平
行
線
を
星

の
周
囲
で
い
っ
た
ん
止
め
、

線
の
開
始
位
置
の
ず
れ
を
活

か
し
て
わ
ず
か
な
空
白
を
つ

く
る
こ
と
で
表
現
さ
れ
て
お

り
（
図
15
）、
こ
の
技
法
の

精
緻
さ
は
特
筆
に
値
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
ウ
ト
に

よ
る
複
製
版
画
全
七
点
を
検

討
し
た
結
果
、
対
応
す
る
絵

画
作
品
が
現
存
し
な
い
《
聖

ヨ
ハ
ネ
の
斬
首
》
と
《
大
ト

ビ
ア
ス
》
に
つ
い
て
は
断
定

で
き
な
い
も
の
の
、
か
な
り

緻
密
に
原
作
の
図
像
を
写
し
取
り
、
ほ
ぼ
原
寸
大
で
複
製
に
す
る
ハ
ウ
ト

の
制
作
傾
向
が
浮
か
び
上
が
る
。
一
方
で
、
帰
国
後
の
複
製
版
画
か
ら
は

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
名
前
が
消
え
、
図
像
内
容
に
関
す
る
ラ
テ
ン
語
の
詩

文
と
、
騎
士
の
肩
書
を
伴
っ
た
自
身
の
署
名
だ
け
に
な
る
。
ハ
ウ
ト
が
エ

ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
そ
れ
自
体
を
非
常
に
尊
重
し
て
い
た
こ
と
は
、
慎
重

で
忠
実
な
複
製
態
度
か
ら
窺
え
る
が
、
一
方
で
、
帰
国
後
の
こ
う
し
た
振

舞
い
に
は
、
自
己
顕
示
欲
や
、
さ
ら
に
は
芸
術
的
名
声
の
窃
取
の
意
思
す

ら
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ハ
ウ
ト
は
実
際
、
そ
の
作
品
数
か
ら
す
る
と
意
外
に
も
映
る
知
名
度
、

名
声
を
獲
得
し
た
よ
う
だ
。
一
六
一
七
年
に
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
・
ジ
ェ
ル
ビ

エ
が
ホ
ル
ツ
ィ
ウ
ス
の
追
悼
詩
の
な
か
で
「
七
つ
の
星
」
と
し
て
挙
げ
た

気
鋭
の
版
画
家
の
中
に
、
ハ
ウ
ト
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
24
。
ま
た
、

ハ
ウ
ト
の
版
画
が
早
い
内
か
ら
受
容
さ
れ
て
い
た
様
子
は
、
ア
ド
リ
ア
ー

ン
・
フ
ァ
ン
・
デ
・
フ
ェ
ネ
の
素
描
《
一
六
一
八
年
十
一
月
の
彗
星
の
出
現
》

（
図
16
）
か
ら
も
窺
え
る
25
。
夜
、
松
明
を
手
に
水
辺
に
立
ち
並
ぶ
六
人

の
人
物
が
前
景
に
描
か
れ
、
長
い
尾
を
引
く
彗
星
が
空
を
横
切
る
。
画
面

左
手
に
は
満
月
が
浮
か
び
、
水
面
に
そ
の
姿
を
映
し
こ
む
。
管
見
の
限
り
、

本
作
が
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
や
ハ
ウ
ト
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な

い
が
、
月
の
周
り
の
雲
の
表
現
、
水
面
で
月
を
囲
む
木
立
の
シ
ル
エ
ッ
ト
、

図15 図14の細部

図16 アドリアーン・ファン・デ・フェネ《1618
年11月の彗星の出現》紙にペンと茶のイン
ク、灰色の淡彩、14.6×14.9㎝、ミッデル
ビュルフ、ゼーラント州公文書館
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月
面
の
な
か
の
模
様
、
そ
し
て
松
明
を
手
に
し
た
人
物
像
の
表
現
や
配
置

な
ど
、
本
作
が
ハ
ウ
ト
の
版
画
を
着
想
源
と
す
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
名
声
や
影
響
の
跡
を
見
る
に
、
ハ
ウ
ト
が
一
六

一
三
年
に
出
版
し
た
《
エ
ジ
プ
ト
逃
避
》
等
の
作
品
は
間
も
な
く
作
家
た

ち
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
高
い
評
価
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

彼
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
帰
国
後
の
作
品
だ
け
で
な
く
、
画
家
名
の
入
っ
た
ロ

ー
マ
時
代
の
版
画
も
オ
ラ
ン
ダ
で
流
通
さ
せ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
所
有

の
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
を
他
人
に
見
せ
た
か
ど
う
か
は
意
見
の
分
か
れ

る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
ザ
ン
ド
ラ
ル
ト
の
訪
問
を
受
け
た
ハ
ウ
ト
は
、

こ
の
ド
イ
ツ
人
画
家
に
喜
ん
で
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
を
見
せ
た
と
あ
る

が
26
、
こ
れ
は
ハ
ウ
ト
が
精
神
に
異
常
を
き
た
し
て
成
人
後
見
人
を
付
け

ら
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
ユ
ト
レ
ヒ
ト
定
住
直
後
の
行
動
を

推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
は
い
え
、
上
述
の
よ
う
な
銘
文
か
ら
推
し

て
自
身
の
ロ
ー
マ
で
の
経
験
や
卓
抜
の
版
画
家
と
し
て
の
腕
を
誇
示
せ
ん

と
し
た
で
あ
ろ
う
ハ
ウ
ト
が
、
限
定
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
画
家
仲
間
等
に

所
蔵
作
品
を
見
せ
た
可
能
性
も
高
い
だ
ろ
う
27
。
こ
こ
か
ら
浮
ん
で
来
る

の
は
、
こ
れ
ら
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
な
ら
び
に
ハ
ウ
ト
の
芸
術
の
同
時
代
の

受
容
状
況
へ
の
関
心
で
あ
る
。

二　

バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
伝
播
に
お
け
る
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
／
ハ
ウ
ト
の
役
割

　

オ
ラ
ン
ダ
へ
の
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
伝
播
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
ル
イ

ス
・
フ
ィ
ン
ソ
ン
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
フ
ィ
ン
ク
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
も
た

ら
し
た
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
作
品
の
存
在
な
ど
、
幾
つ
か
の
経
路
が
指
摘
さ

れ
て
き
た
が
28
、
最
も
主
要
な
伝
播
経
路
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
が
、
い

わ
ゆ
る
ユ
ト
レ
ヒ
ト
・
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ス
ト
に
よ
る
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
様

式
の
摂
取
と
そ
の
実
践
で
あ
ろ
う
。
単
純
化
を
恐
れ
ず
に
ま
と
め
る
な
ら

ば
、
ヘ
ラ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
、
デ
ィ
ル
ク
・
フ
ァ
ン
・
バ
ビ

ュ
ー
レ
ン
、
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
テ
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ン
ら
は
、
一
六
一
〇
年

代
に
訪
れ
た
イ
タ
リ
ア
で
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
作
品
や
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・

マ
ン
フ
レ
デ
ィ
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ス
ト
ら
か
ら
劇
的
な
明

暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
や
奥
行
き
の
浅
い
半
身
像
構
図
の
風
俗
画
な
ど
典
型

的
な
初
期
バ
ロ
ッ
ク
の
様
式
や
流
行
の
構
図
を
学
習
し
、
そ
れ
を
帰
国
後

も
展
開
し
た
。
そ
し
て
一
六
二
〇
年
頃
に
帰
国
し
た
彼
ら
の
作
品
か
ら
、

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
リ
ー
フ
ェ
ン
ス
ら
後
続
の
世
代
の
作
家
た
ち
が
、
明
暗

法
を
は
じ
め
と
す
る
バ
ロ
ッ
ク
的
な
表
現
手
法
を
学
び
取
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
ウ
ト
が
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作

品
を
携
え
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
帰
国
し
た
と
い
う
事
実
も
、
決
し
て
看
過
す

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
ウ
ト
の
帰
国
年
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
・
カ
ラ
ヴ

ァ
ッ
ジ
ス
ト
た
ち
の
イ
タ
リ
ア
出
立

―
一
六
一
二
年
か
ら
一
四
年
頃
と

推
定
さ
れ
る

―
の
ま
さ
に
直
前
に
あ
た
り
、
故
国
に
お
け
る
こ
の
よ
う

な
刺
激
の
意
義
は
、
再
検
討
に
値
す
る
29
。

　

こ
こ
で
は
、
上
記
三
名
の
画
家
の
な
か
で
も
、
松
明
や
蝋
燭
と
い
っ
た

人
工
光
源
の
使
用
と
い
う
点
で
最
も
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
と
親
近
性
が
あ

り
、「
夜
の
ゲ
ラ
ル
ド
（G

herardo delle notti

）」
と
の
異
名
を
取
っ
た
フ

ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
画
家
が
イ
タ
リ
ア
に
発
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っ
た
時
期
は
、
一
六
一
二
、
一
三
年
頃
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
カ

ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
《
聖
ペ
テ
ロ
の
磔
刑
》
を
写
し
た
一
六
一
六
年
の
素
描

が
、
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
に
つ
い
て
確
実
に
知
ら
れ
る
イ
タ
リ
ア

最
初
の
記
録
と
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
こ
の
画
家
の
ジ

ェ
ノ
ヴ
ァ
で
の
活
動
に
光
が
あ
た
り
、
現
在
で
は
、
諸
記
録
か
ら
一
六
一

六
年
ま
で
に
は
完
成
を
み
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
な
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
を
主

題
と
す
る
祭
壇
画
《
テ
レ
サ
に
冠
を
授
け
る
キ
リ
ス
ト
》
が
、
年
代
推
定

が
可
能
な
な
か
で
、
こ
の
画
家
の
最
初
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
30
。
つ
ま

り
、
早
け
れ
ば
一
六
一
四
年
、
少
な
く
と
も
一
六
一
五
年
に
は
画
家
は
既

に
こ
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
祭
壇
画
に
着
手
し
て
お
り
、
注
文
獲
得
ま
で
の
経

緯
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
発
っ
た
時
期
が
あ
る
程
度
推

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
目
に
し
た
（
か
も
し
れ

な
い
）
ル
ー
カ
・
カ
ン
ビ
ア
ー
ゾ
作
品
が
、
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
の

「
夜
」
の
要
素
に
影
響
を
与
え
た
と
み
る
向
き
も
あ
り
、
そ
れ
を
根
拠
と

し
て
、
初
期
作
品
の
ひ
と
つ
で
蝋
燭
を
光
源
と
す
る
《
聖
ヨ
セ
フ
と
キ
リ

ス
ト
》
の
制
作
年
代
を
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
滞
在
後
に
置
く
見
解
も
あ
る
31
。

し
か
し
、
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
が
既
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
、
例
え

ば
《
ケ
レ
ス
に
対
す
る
嘲
笑
》
な
ど
を
見
た
と
す
る
と
、
話
は
大
き
く
変

わ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
先
述
の
通
り
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
同
主
題

作
品
に
は
二
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
知
ら
れ
る
が
、
版
画
の
参
照
元
で
あ
る
ベ

イ
ダ
ー
版
の
裏
面
に
は
、「
ア
ダ
ム
・
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
が
ロ
ー
マ
で
制

作
」
と
ラ
テ
ン
語
で
の
記
載
が
あ
る
32
。
同
様
の
文
章
が
、
ハ
ウ
ト
が
持

ち
帰
っ
た
可
能
性
が
高
い
《
曙
》、《
エ
ジ
プ
ト
逃
避
》
な
ど
に
も
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
き
込
み
は
彼
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
に
と
っ
て
カ
ン
ビ
ア
ー
ゾ
作
品

の
知
識
は
特
に
必
要
と
な
ら
ず
、
既
に
オ
ラ
ン
ダ
を
出
る
時
か
ら
、
や
が

て
「
夜
の
ゲ
ラ
ル
ド
」
と
い
う
異
名
を
と
る
こ
と
に
な
る
こ
の
画
家
の
念

頭
に
、
ロ
ー
マ
の
最
新
流
行
と
し
て
の
劇
的
な
明
暗
法
や
、
そ
の
演
出
の

た
め
の
人
工
光
源
と
い
う
こ
と
が
焼
き
付
い
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
と
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ

ル
ス
ト
の
間
に
、
人
の
顔
に
下
か
ら
当
て
ら
れ
た
光
の
活
用
を
は
じ
め

と
す
る
細
部
表
現
の
一
致
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
33
。《
ケ
レ
ス
に
対
す

る
嘲
笑
》
で
は
、
プ
ロ
セ
ル
ピ
ナ
の
顔
が
蝋
燭
に
よ
っ
て
下
か
ら
照
ら
さ

れ
、
下
半
分
だ
け
が
明
る
く
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
後
に
起

こ
る
不
吉
な
出
来
事

―
少
年
が
蜥
蜴
に
さ
れ
る
と
い
う
顛
末

―
を
予

図17 ヘラルト・ファン・ホントホルスト《キリ
ストの嘲弄》1610年代、197.5×170.5 cm、
ロンドン、スパイアー・コレクション
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感
さ
せ
る
よ
う
な
心
理
的
効
果
を
も
た
ら
す
。
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
の
作
品

に
も
、
例
え
ば
《
キ
リ
ス
ト
の
嘲
笑
》（
図
17
）
の
画
面
右
手
で
蝋
燭
を
掲

げ
る
青
年
な
ど
に
同
様
の
光
を
用
い
た
演
出
が
あ
り
、
場
面
の
禍
々
し
さ

を
際
立
た
せ
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
後
に
《
サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
》
で
示

す
の
と
似
た
効
果
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、《
イ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ト
》（
図

18
）
に
は
、
光
源
を
遮
蔽
す
る
人
物
が
ほ
ぼ
シ
ル
エ
ッ
ト
と
化
す
一
方

で
奥
の
女
性
た
ち
が
ご
く
明
る
く
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
、
フ
ァ
ン
・
ホ
ン

ト
ホ
ル
ス
ト
も
し
ば
し
ば
用
い
た
設
定
が
見
ら
れ
る
（
図
19
）。
こ
こ
で

も
、
下
か
ら
照
ら
さ
れ
た
眼
窩
の
周
り
に
通
常
と
は
上
下
逆
の
陰
影
が
生

じ
る
こ
と
で
、
違
和
感
や
不
穏
さ
が
喚
起
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
他
の
カ
ラ

ヴ
ァ
ッ
ジ
ス
ト
た
ち
の
作
品
で
も
、
顔
の
位
置
が
光
源
よ
り
も
上
に
く
る

ケ
ー
ス
は
散
見
さ
れ
る
が
、
顔
が
光
源
の
方
に
傾
け
ら
れ
て
い
た
り
、
こ

う
し
た
偶
発
的
な
光
の
効
果
は
拾
わ
ず
、
顔
の
上
下
で
明
暗
を
極
端
に
変

え
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
い
た
り
と
、
彼
ら
と
同
様
の
表
現
は
や
は
り
稀

で
あ
る
。《
イ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ト
》
は
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
逝
去
時
に
未

完
で
残
さ
れ
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
債
権
者
の
ハ
ウ
ト
が
手
に
入
れ

た
可
能
性
も
あ
ろ
う
34
。
時
期
は
よ
り
後
の

こ
と
に
な
る
も
の
の
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
活
動

し
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ニ
ュ
プ
フ
ァ
ー
に
よ

る
油
彩
模
写
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
そ
の
可

能
性
を
裏
付
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
35
。
フ

ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
に
よ
る
《
イ
ル
・
コ

ン
テ
ン
ト
》
の
実
見
機
会
に
つ
い
て
は
こ
う

し
た
状
況
証
拠
か
ら
推
し
量
る
し
か
な
い
が
、

先
に
見
た
よ
う
な
表
現
上
の
親
近
性
を
見
る

と
、
ハ
ウ
ト
が
も
た
ら
し
た
エ
ル
ス
ハ
イ
マ

ー
作
品
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討

を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
述
す
る
よ

う
な
ハ
ウ
ト
の
複
製
版
画
の
特
性
に
鑑
み
る

と
、
仮
に
当
初
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
が
秘

匿
さ
れ
、
例
え
ば
《
ケ
レ
ス
の
嘲
笑
》
の
よ

図18 図1の細部

図19 ファン・ホントホルスト《聖ペテロの否認》1623年頃、
110.5×145㎝、ミネアポリス美術研究所
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う
な
複
製
版
画
だ
け
が
流
通
し
た
と
し
て
も
、
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス

ト
ら
が
そ
こ
か
ら
刺
激
や
着
想
を
得
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三　

複
製
の
作
用　

捨
象
と
解
釈

　

で
は
こ
う
し
た
親
近
性
が
あ
り
、
か
つ
同
じ
都
市
で
目
に
し
え
た
作
品

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
か
ら
の
影
響
が
さ
ほ

ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
謎
め
い
た
ハ
ウ
ト
の

人
物
像
に
も
遠
因
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
と

考
え
ら
れ
る
の
が
、
作
品
ス
ケ
ー
ル
の
相
違
で
あ
る
。
例
え
ば
縦
寸
が
三

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
画
面
の
祭
壇
画
を
手
が
け
た
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ

ル
ス
ト
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
そ
の
参
照
先
や
学
習
元
と
し
て
、
ま
ず
は

似
た
よ
う
な
分
野
で
活
躍
す
る
作
家
た
ち
が
想
定
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ

と
で
は
あ
る
。
実
際
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
の
初

期
の
受
容
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
ラ
ス
ト
マ
ン

な
ど
、
全
身
像
の
人
物
を
比
較
的
小
ぶ
り
な
画
面
に
描
い
た
画
家
た
ち
で

あ
る
36
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
複
製
版
画
に
お

け
る
あ
る
種
の
捨
象
と
そ
の
作
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
に
複
製
版
画

か
ら
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
（
1
）
サ
イ
ズ
と
（
2
）
色
彩
と
が
失
わ
れ

る
が
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
の
複
製
の
場
合
、
こ
う
し
た
特
性
が
特
異

な
形
で
働
き
え
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
作
品
ス
ケ

ー
ル
の
方
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
。

　

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
は
、「
小
品
の
悪
魔
（diabolo della picciola

）」
と

の
異
名
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
ぶ
り
な
銅
板
油
彩
画
で
活
躍
し
た
画

家
で
あ
る
。
一
六
二
〇
年
代
、
ス
ペ
イ
ン
の
画
家
フ
ア
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ネ

ス
は
、
そ
う
し
た
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
作
品
に
対
し
て
、
あ
る
優
れ
た
画

家
が
下
し
た
評
価
を
紹
介
し
て
い
る
。
曰
く
、「
こ
れ
が
等
身
大
の
人
物

と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
今
日
ま
で
に
描
か
れ
た
あ
ら
ゆ
る
絵

画
を
凌
駕
し
た
だ
ろ
う
」
と
37
。
こ
の
評
価
は
、（
特
に
教
会
内
の
祭
壇

画
等
で
は
）
等
身
大
以
上
の
大
き
さ
で
人
物
を
描
く
の
が
も
っ
ぱ
ら
と
な

っ
て
い
た
十
七
世
紀
初
頭
以
降
の
ロ
ー
マ
の
価
値
観
を
よ
く
反
映
し
て
お

り
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
画
技
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
大
作
志
向
が

に
じ
む
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
複
製
版
画
の
場
合
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
作
品
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ

て
紙
面
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
サ
イ
ズ
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、

い
わ
ば
均
質
化
さ
れ
る
。
う
が
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
複
製
版
画
に
な

っ
た
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
は
、
小
品
で
あ
る
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
画

の
あ
る
種
の
不
利
を
払
拭
し
た
の
だ
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
ハ
ウ
ト
の
制

作
し
た
よ
う
な
質
の
高
い
複
製
版
画
だ
っ
た
場
合
、
版
画
を
介
し
て
間
接

的
に
窺
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
は
、
著
し
く
迫
力
の
あ
る
も
の
た
り
え
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
絵
画

作
品
は
そ
れ
自
体
が
極
め
て
見
事
な
も
の
で
、
版
画
化
に
よ
っ
て
初
め
て

評
価
さ
れ
た
り
、
価
値
が
上
が
っ
た
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
大
作

が
複
製
版
画
化
に
際
し
て
明
ら
か
に
失
っ
た
美
点
の
ひ
と
つ
に
関
し
て
、

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
は
損
失
を
被
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
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の
よ
う
に
、
作
品
の
サ
イ
ズ
や
ス
ケ
ー
ル
は
、
美
術
史
家
の
判
断
に
一
定

の
影
響
を
及
ぼ
し
、
非
常
に
小
さ
な
も
の
か
ら
大
き
な
も
の
へ
の
影
響
を

と
き
に
軽
視
さ
せ
た
り
、
想
定
さ
れ
る
影
響
関
係
の
範
囲
を
狭
め
た
り
す

る
傾
向
が
あ
る
（
あ
る
い
は
、
複
製
の
氾
濫
に
よ
る
実
感
や
現
場
経
験
の

低
減
に
対
す
る
反
省
が
、
複
製
図
版
で
は
捨
象
さ
れ
る
要
素
を
と
り
わ
け

重
視
す
る
慎
重
な
姿
勢
に
繋
が
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
か
）。
だ
が
同

時
に
、
小
さ
な
習
作
か
ら
大
作
を
描
き
も
し
、
手
の
中
の
複
製
版
画
か
ら

大
画
面
を
イ
メ
ー
ジ
も
し
た
近
世
の
画
家
た
ち
の
慣
行
の
な
か
で
は
、
絵

画
作
品
と
複
製
版
画
や
素
描
と
を
行
き
来
す
る（
時
に
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
）

拡
大
や
縮
小
が
、
身
近
な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も

留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

同
様
の
観
点
か
ら
、
続
け
て
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
で
制
作
さ
れ
た
ギ

ャ
ラ
リ
ー
画
《
コ
ル
ネ
リ
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
へ
ー
ス
ト
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
》

（
図
20
）
を
取
り
上
げ
る
38
。
本
作
に
は
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
二
点

が
画
中
画
と
し
て
描
き
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
画
面
奥
の
壁
面
の
右
下

の
あ
た
り
を
見
る
と
（
図
21
）、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
肖
像
画
を
囲
む
よ
う
に

し
て
、
左
上
に
《
ユ
デ
ィ
ト
と
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ネ
ス
》
が
、
そ
し
て
右
下
に
、

《
ケ
レ
ス
に
対
す
る
嘲
笑
》
が
見
え
る
。
こ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
画
の
他
の
画

中
画
と
比
較
す
る
と
（
作
品
ご
と
に
縮
尺
が
様
々
だ
と
は
い
え
）、
エ
ル

ス
ハ
イ
マ
ー
の
作
品
は
、
実
寸
の
お
よ
そ
三
倍
程
度
に
は
拡
大
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
来
な
ら
ば
至
近
距

離
で
鑑
賞
さ
れ
る
小
品
が
、
ル
ー
ベ
ン
ス
や

ア
ー
ル
ツ
ェ
ン
ら
の
作
品
と
壁
面
に
並
ぶ
様

子
は
、
先
に
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
が
語
っ
た
よ
う

な
大
作
へ
の
欲
求
を
（
控
え
め
な
が
ら
）
叶

え
よ
う
と
し
た
か
の
よ
う
だ
。
一
方
で
、
ギ

ャ
ラ
リ
ー
画
の
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
に
は
、

逆
に
個
性
が
薄
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
物
足
り

な
さ
も
あ
る
。
画
中
画
同
士
の
色
調
バ
ラ
ン

ス
が
微
妙
に
調
整
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
か
、
明
暗
の
濃
密
さ
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
作

品
や
ハ
ウ
ト
の
版
画
ほ
ど
に
は
感
じ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

図20 ウィレム・ファン・ハーハト《コルネリス・フ
ァン・デル・ヘーストのギャラリー》1628年、
板に油彩、102.5×137.5㎝、アントウェルペン、
ルーベンスハイス美術館

図21 図20の細部
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こ
こ
で
、
複
製
版
画
が
必
ず
失
う
も
う
ひ
と
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
色
彩

に
検
討
を
移
そ
う
。
感
覚
的
、
心
理
的
な
訴
求
力
が
強
い
色
彩
と
い
う
要

素
の
欠
落
は
、
一
般
的
に
は
複
製
版
画
の
大
き
な
不
利
だ
と
い
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
ハ
ウ
ト
に
よ
る
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
の
複
製
は
、
こ
の

点
で
も
や
や
例
外
的
な
あ
り
方
を
示
す
の
で
あ
る
。《
ケ
レ
ス
に
対
す
る

嘲
笑
》
と
そ
の
複
製
版
画
を
例
に
見
て
み
よ
う
。
本
作
の
魅
力
の
ひ
と
つ

は
、
ケ
レ
ス
の
松
明
、
老
婆
の
蝋
燭
、
後
景
の
乳
し
ぼ
り
を
照
ら
す
小
さ

な
焚
火
、
家
の
戸
口
か
ら
漏
れ
る
光
、
場
面
全
体
を
柔
ら
か
く
照
ら
す
月

と
、
複
数
の
光
源
が
散
り
ば
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
豊

か
な
明
暗
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
あ
る
。
油
彩
画
で
も
、
三
つ
の
炎
は
そ
の
効

果
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
が
、
月
と
、
戸
口
か
ら
漏
れ
る
光
に
関
し
て
は
、

む
し
ろ
ハ
ウ
ト
の
複
製
版
画
の
方
が
存
在
感
が
強
い
。
こ
れ
は
、
色
彩
を

伴
っ
た
明
暗
を
、
単
色
の
媒
体
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
る
、
明
暗
の
濃
密

化
の
妙
味
だ
と
い
え
よ
う
。
銅
版
画
の
特
性
上
、
光
を
表
現
す
る
に
は
最

明
部
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
結
果
と
し
て
光
の
存
在
が
よ
り
際
立

ち
、
暗
が
り
も
い
っ
そ
う
深
み
を
帯
び
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
版

画
（
家
）
は
、
自
ら
に
閉
ざ
さ
れ
た
色
彩
（
彩
度
）
と
い
う
要
素
を
解
釈
し
、

明
暗
の
ス
ケ
ー
ル
の
十
全
な
活
用
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
を
補
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
人
工
光
を
用
い
た
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
作
品
の
よ
う
に
、

原
画
の
明
暗
対
比
が
豊
か
な
場
合
、
よ
り
大
き
な
効
果
に
繋
が
り
え
た
だ

ろ
う
。
実
際
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
自
身
も
、
こ
う
し
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の

媒
体
に
お
け
る
明
暗
の
先
鋭
化
と
そ
の
活
用
に
意
識
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、

本
作
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
グ
ア
ッ
シ
ュ
の
習
作
（
図
22
）
で
は
、
紙
の
地

色
を
部
分
的
に
活
か
す
ほ
か
、
白
地
に
黒
で
描
く
の
で
は
な
く
、
黒
い
地

の
上
に
白
で
描
く
と
い
う
試
行
を
行
っ
て
い
た
39
。

　

さ
て
こ
こ
で
は
《
ケ
レ
ス
に
対
す
る
嘲
笑
》
の
絵
画
と
複
製
版
画
と
を

比
較
し
た
が
、
こ
う
し
た
版
画
を
単
独
で
見
た
場
合
に
関
し
て
は
、
ザ
ン

ド
ラ
ル
ト
の
記
述
が
考
察
の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
。
ザ
ン
ド
ラ
ル

ト
は
、
自
著
に
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
伝
と
ハ
ウ
ト
伝
の
両
方
を
載
せ
て
お
り
、

後
者
に
お
い
て
そ
の
複
製
版
画
を
次
の
よ
う
に
列
挙
す
る
。

（
1
）
風
景
の
中
の
小
ト
ビ
ア
ス
に
、（
2
）
夜
明
け
な
ら
び
に
夜

の
キ
リ
ス
ト
の
エ
ジ
プ
ト
逃
避
に
、（
3
）
朝
焼
け
と
と
も
に
描

か
れ
た
、
見
事
な
風
景
の
中
の
大
ト
ビ
ア
ス
に
、（
4
）
夜
の
牢

屋
の
な
か
の
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
斬
首
の
小
画
面
に
、（
5
）
夜
、

喉
の
渇
い
た
ケ
レ
ス
が
水
を
飲
む
様
子
に
、（
6
）
遠
く
に
朝
焼

図22 エルスハイマー《ケレスに対す
る嘲笑》紙にグアッシュ、15.9×
10.4㎝、ハンブルク、クンストハ
レ
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け
の
示
さ
れ
た
、
深
遠
な
夜
の
風
景
に
、（
7
）
ピ
レ
モ
ン
と
バ

ウ
キ
ス
の
家
の
ラ
ン
プ
の
傍
で
憩
う
、
旅
で
く
た
び
れ
た
ユ
ピ
テ

ル
と
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
の
い
る
夜
の
場
面
に
即
し
て
見
ら
れ
る
よ
う

に
﹇
…
﹈40
。﹇
強
調
は
筆
者
﹈。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
小
ト
ビ
ア
ス
を
除
い
て
、
昼
間
で
は
な
い

時
間
帯
を
伝
え
る
言
葉
が
添
え
ら
れ
る
点
だ
。
と
く
に
、
大
ト
ビ
ア
ス
を

「
朝
焼
け
」
と
結
び
つ
け
る
の
は
ハ
ウ
ト
の
版
画
に
お
い
て
の
み
可
能
な

こ
と
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
油
彩
の
コ
ピ
ー
が
表
し
て
い
る
の
は
、
白
日

の
も
と
木
陰
を
歩
く
二
人
の
姿
で
あ
る
。
版
画
で
は
、
手
前
の
人
物
た
ち

を
色
彩
に
依
ら
ず
明
度
差
の
み
で
背
景
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
、

木
立
と
の
明
暗
の
対
比
が
強
ま
り
、
よ
り
低
い
位
置
か
ら
方
向
性
の
あ
る

光
を
浴
び
て
い
る
よ
う
な
見
え
方
に
繋
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

先
に
見
た
ケ
レ
ス
主
題
の
複
製
版
画
と
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
と
は
い
え
、
元
の
絵
画
が
現
存
し
な
い
た
め
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ

ー
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
朝
焼
け
を
表
現
し
て
い
た
可
能
性
は
完
全
に
は
排
除

で
き
な
い
が
。

一
方
で
、
ザ
ン
ド
ラ
ル
ト
が
や
や
不
自
然
な
語
の
並
び
を
用
い
て
「
夜

明
け
」
と
い
う
言
葉
と
共
に
挙
げ
た
《
エ
ジ
プ
ト
逃
避
》
に
関
し
て
は
41
、

油
彩
画
の
方
に
夜
明
け
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
は
見
あ
た
ら
な
い
。
皓
々
た

る
満
月
の
ゆ
え
に
、
地
平
線
に
近
い
空
は
明
る
み
を
帯
び
て
は
い
る
が
、

そ
の
色
味
は
あ
く
ま
で
も
緑
み
が
か
っ
た
青
さ
の
範
囲
に
あ
り
、
む
し
ろ

こ
れ
か
ら
夜
が
更
け
て
い
く
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
だ
。
他
方
で
、
ハ
ウ

ト
に
よ
る
見
事
な
版
画
の
な
か
で
、
唯
一
完
全
に
成
功
し
た
と
は
言
い
難

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
満
月
の
表
現
で
あ
る
。
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
は
、

白
み
が
強
い
明
る
い
レ
モ
ン
イ
エ
ロ
ー
の
月
の
中
に
、
か
す
か
に
灰
色
が

か
っ
た
別
の
色
を
用
い
て
月
の
ク
レ
ー
タ
ー
を
表
現
す
る
。
色
彩
の
違
い

か
ら
対
比
が
見
え
つ
つ
、
こ
の
部
分
は
全
体
的
に
明
度
が
高
く
、
モ
ノ
ク

ロ
図
版
で
掲
載
す
る
と
、
月
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
白
い
正
円
に
見
え
る
。

一
方
で
、
ハ
ウ
ト
は
お
そ
ら
く
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
着
想
を
尊
重
し
て
や

は
り
月
に
模
様
を
入
れ
た
が
、
版
画
で
そ
れ
を
行
う
た
め
に
は
、
必
ず
黒

を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
（
図
23
）。
そ
の
結
果
、
ハ
ウ
ト
の
画
面
で
は
満

月
の
印
象
や
そ
の
光
の
効
果
が
薄
ま
り
、
月
光
で
白
む
地
平
線
近
く
の
空

が
、
あ
た
か
も
夜
明
け
が
近

い
時
間
帯
の
そ
れ
の
よ
う
に

見
え
て
く
る
。
油
彩
画
よ
り

も
若
干
ゆ
ら
ぎ
が
少
な
く
直

線
的
な
天
の
川
の
全
体
像
も
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
を
知
ら

ず
に
見
る
と
、
下
か
ら
差
す

光
線
の
よ
う
に
映
る
可
能
性

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ザ
ン
ド

ラ
ル
ト
の
記
述
に
注
目
し
つ

つ
、
改
め
て
ハ
ウ
ト
の
版
画

を
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
絵
画

と
比
較
す
る
と
、
黒
の
諧
調

図23 図14の細部
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表
現
に
は
力
を
発
揮
す
る
一
方
で
、
明
る
さ
の
な
か
の
繊
細
な
変
化
は
表

現
し
づ
ら
い
銅
版
画
の
特
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
暗
く
見
え
る
部

分
す
ら
実
は
明
る
い
月
の
よ
う
に
、
白
い
壁
に
差
し
込
む
日
の
光
の
よ
う

な
モ
チ
ー
フ
、
言
い
換
え
れ
ば
最
明
部
で
の
諧
調
は
、
複
製
版
画
で
表
現

す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、《
ケ
レ
ス
に
対

す
る
嘲
笑
》
な
ど
で
見
た
よ
う
に
、
画
面
内
の
明
暗
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ

て
は
、
複
製
版
画
が
油
彩
画
を
そ
の
鮮
烈
さ
に
お
い
て
凌
ぐ
こ
と
も
あ
り

え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
ウ
ト
に
よ
る
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
複
製
版
画
は
、
サ

イ
ズ
と
色
彩
の
捨
象
と
い
う
複
製
版
画
に
付
き
も
の
の
二
つ
の
欠
落
が
必

ず
し
も
不
利
に
働
か
な
か
っ
た
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
受
容
者
に
よ

っ
て
デ
コ
ー
ド
さ
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
想
像
上
の
姿
が
よ
り
高
め
ら

れ
る
可
能
性
さ
え
あ
っ
た
、
稀
有
な
事
例
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
作
品
は
い
ず
れ
も
小
型
で
広
く
大
衆
の
目
に
さ

ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ハ
ウ
ト
の
版
画
は
総
数
が
極
め
て
限
ら
れ
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
と
も
に
高
い
名
声
を
誇
っ
た
一
因
に

は
、
こ
の
二
人
の
芸
術
の
類
ま
れ
な
組
み
合
わ
せ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
の
ハ
ウ
ト
に
よ
る
複
製
版
画
を
取

り
上
げ
、
ま
ず
そ
の
全
貌
と
特
徴
を
確
認
し
、
か
つ
ハ
ウ
ト
が
エ
ル
ス
ハ

イ
マ
ー
絵
画
を
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
も
た
ら
し
た
こ
と
の
潜
在
的
な
歴
史
的
意

義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
な
お
解
明
す
べ
き
点
が
多

い
が
、
一
六
一
〇
年
代
後
半
の
ハ
ウ
ト
の
認
知
度
に
照
ら
し
て
み
て
も
、

引
き
続
き
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
原
寸
で
の
版
画
化
が

可
能
な
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
の
サ
イ
ズ
や
、
ハ
ウ
ト
の
技
法
に
お
け
る

洗
練
と
工
夫
は
、
大
き
さ
や
色
彩
と
い
う
側
面
に
関
し
て
も
欠
落
を
感
じ

さ
せ
な
い
強
み
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
よ
り
、
明
暗
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
や
光
と
闇
の
微
妙
な
効
果
を
持
ち
味
と
す
る
エ
ル
ス
ハ
イ
マ

ー
作
品
を
銅
版
画
で
十
全
に
写
そ
う
と
す
る
ハ
ウ
ト
の
挑
戦
は
、
明
ら
か

に
類
ま
れ
な
技
法
の
洗
練
に
繋
が
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
触
れ
て
い
な
い

が
、
周
知
の
よ
う
に
、
ハ
ウ
ト
の
版
画
は
ウ
ェ
ン
セ
ス
ラ
ス
・
ホ
ラ
ー
を

は
じ
め
と
す
る
後
続
の
複
製
版
画
家
た
ち
に
も
参
照
さ
れ
た
が
、
そ
の
背

景
に
は
、
ハ
ウ
ト
の
版
画
そ
の
も
の
に
対
す
る
評
価
と
賞
賛
が
あ
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ハ
ウ
ト
は
、
実
際
に
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
を

所
有
し
て
そ
れ
を
オ
ラ
ン
ダ
に
も
た
ら
し
も
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
質
の

高
い
版
画
を
通
じ
て
、
彼
と
自
身
の
芸
術
を
広
め
も
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ハ
ウ
ト
の
版
画
で
さ
え
も
、
絵
画
を
優
位

に
お
く
ク
リ
シ
ェ
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ザ
ン
ド
ラ
ル
ト
は
「
エ

ル
ス
ハ
イ
マ
ー
伝
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

彼
は
度
々
、
銅
版
で
そ
れ
ら
に
最
も
近
い
も
の
を
彫
ろ
う
と
試
み

た
の
だ
が
、
そ
の
卓
越
性
に
完
全
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て

な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
銅
版
画
芸
術
が
描
く
こ
と（m

ahlen

）



ヘンドリック・ハウトによるエルスハイマー作品の複製とその作用

149

に
完
全
に
比
肩
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
ハ
ウ
ト
の
銅
版
画
が
他
を
凌
ぐ
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
絵
画
は
、
我
々
が
銅
版
画
と
そ
れ
を
並
べ
る
と
、
上
述
の

銅
版
画
を
恥
じ
入
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
、
版
画
は
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
暗
く
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
地
上
の
光
が

明
る
い
太
陽
に
よ
っ
て
か
す
み
、
打
ち
負
か
さ
れ
る
の
と
同
様
で

あ
る
42
。

確
か
に
白
黒
の
版
画
は
絵
画
よ
り
暗
く
映
る
も
の
で
あ
り
、
ザ
ン
ド
ラ

ル
ト
の
発
言
は
、
一
般
的
な
直
感
に
沿
っ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
版
画
家
（
版
画
）
を
画
家
（
絵
画
）
よ
り
も
下
に
見
る
先
入
観
に

加
え
、
自
ら
と
同
じ
ド
イ
ツ
の
画
家
に
対
す
る
尊
敬
の
念
が
こ
う
し
た
判

断
を
導
い
た
面
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

ハ
ウ
ト
の
複
製
版
画
は
、
地
上
の
光
、
つ
ま
り
人
工
光
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ

る
版
画
が
、
太
陽
よ
り
も
鮮
烈
に
見
え
る
瞬
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自

ら
示
し
て
い
る
。
ま
た
太
陽
が
見
え
な
い
夜
に
、
月
が
柔
ら
か
な
反
射
で

そ
の
光
を
地
上
に
届
け
る
よ
う
に
、
そ
の
伝
播
に
も
大
い
に
貢
献
し
た
。

フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ホ
ス
ト
ラ
ー
テ
ン
が
伝
令
や
通
訳
に
擬
え
た
よ
う
に
、
複

製
版
画
は
と
も
す
る
と
、
翻
訳
（translatio

）
的
段
階
に
と
ど
ま
る
機
械

的
な
作
業
と
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
忠
実
な
複
製
を
企
図
す
れ
ば

こ
そ
生
ま
れ
る
技
法
上
の
妥
協
な
き
工
夫
は
、
あ
る
意
味
で
絵
画
表
現
に

対
す
る
版
画
か
ら
の
競
争
的
模
倣
（aem

ulatio

）
と
見
な
し
う
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
ウ
ト
に
よ
る
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
作
品
の
複
製
は
、
情

報
伝
達
や
様
式
伝
播
と
い
う
側
面
で
も
重
要
な
貢
献
を
果
た
し
た
が
、
同

時
に
、
複
製
と
い
う
行
為
が
は
ら
む
大
い
な
る
創
造
性
に
改
め
て
我
々
の

目
を
向
け
さ
せ
も
す
る
の
で
あ
る
。

註１  

バ
ル
チ
ュ
の
特
殊
な
用
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
保
井
亜
弓

「
ア
ダ
ム
・
バ
ル
チ
ュ
―
版
画
史
家
と
し
て
、
あ
る
い
は
版
画
家
と
し

て
―
」『
言
語
文
化
』
第
三
八
号
（
二
〇
二
一
年
）、
一
〇
八
―
一
二
五

頁
。

２  

拙
稿
「
人
名
で
読
む
カ
ー
レ
ル
・
フ
ァ
ン
・
マ
ン
デ
ル
の
『
画
家
の
書
』」

『
西
洋
美
術
研
究
』
第
一
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
三
八
―
一
五
七
頁
。

３  
Sam

uel van H
oogstraten, Inleyding tot de hooge schoole der 

Schilderkonst, Rotterdam
, 1678, pp. 195–196.

４  

森
田
・
越
川
・
甲
斐
・
宮
下
・
高
梨
監
修
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ

ー
リ
『
美
術
家
列
伝
』
第
六
巻
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
二
二
年
、

三
三
五
頁
。

５  

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
基
本
情
報
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
を
参

照
。K

eith Andrew
s, Adam

 Elsheim
er: G

em
älde, Zeichinungen und 

Radierungen, M
unchen, 2006 (first ed. 1977, enlarged and revised 

ed., 1985); Rüdiger K
lessm

ann, Em
ilie E.S. G

ordenker, C
hristian 

T
ico Seifert, Exh.cat., Adam

 Elsheim
er 1578-1610, Edinburgh, 

London and Frankfurt, 2006. 

銅
板
油
彩
画
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。

平
川
佳
世
「
ド
イ
ツ
人
画
家
と
銅
板
油
彩
画 : 

ア
ダ
ム
・
エ
ル
ス
ハ
イ
マ

ー
を
中
心
に
」『
言
語
文
化
』
第
三
八
号（
二
〇
二
一
年
）、
五
三
―
七
二
頁
。
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６  

フ
ァ
ー
ベ
ル
の
書
簡
は
現
存
し
な
い
が
、
ル
ー
ベ
ン
ス
か
ら
の
返
信

が
伝
わ
る
。
書
簡
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
以
下
。Andrew

s, op. cit. (n.5), 
pp. 50–51.

７  
ク
レ
ス
マ
ン
は
こ
れ
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
ユ
ー

カ
リ
の
情
報
と
結
び
付
け
た
が
、
情
報
伝
達
に
要
す
る
時
間
と
葉
の
形

な
ど
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
ニ
ワ
ト
コ
（
エ
ル
ダ
ー
フ
ラ
ワ
ー
）
と

す
る
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
の
説
を
採
っ
た
。K

lessm
ann, G

ordenker and 
Seifert, op. cit. (n. 5), pp. 166–169; Andrew

s, op. cit. (n. 5), p. 33.

８  

ガ
リ
レ
オ
の
出
版
物
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
天
文

学
的
知
見
か
ら
み
た
本
作
の
新
規
性
の
解
釈
に
は
幅
が
あ
る
が
、
当

時
の
天
文
学
的
関
心
を
踏
ま
え
、
専
門
家
の
興
味
を
惹
く
細
部
を
導

入
し
た
こ
と
は
確
実
だ
と
い
え
る
。Anna O

ttani C
avina, “O

n the 
Th

em
e of Landscape – II: Elsheim

er and G
alileo”, Th

e Burlington 
M

agazine, Vol. 118 (1976), pp. 139–145; D
eborah H

ow
ard and 

M
alcolm

 S. Longair, “Elsheim
er, G

alileo, and Th
e Flight into Egypt”, 

Astronom
ical Society of the Pacific C

onference Series, vol. 441 (2011), 
pp. 23–30. 

９  

ハ
ウ
ト
の
経
歴
等
に
つ
い
て
は
以
下
。C

h. T. Seifert, “D
epicting 

D
arkness: H

endrick G
oudt Printm

aker in Rom
e and U

trecht.” Ein 
privilegiertes M

edium
 und die Bildkulturen Europas, M

unich, 2012, 
pp. 177–197.

10 

こ
れ
以
前
の
記
録
は
な
く
、
一
六
〇
八
年
の
記
録
は
逸
失
。Rossella 

Vodret ed., Alla ricerca di “G
hiongrat”: studi sui libri parrocchiali 

rom
ani (1600-1630), Rom

e, 2011, p. 290.

11 
W

illi D
rost, Adam

 Elsheim
er als Zeichner: G

oudts N
achahm

ungen 
und Elsheim

ers W
eiterleben bei Rem

brandt, Stuttgart, 1957.

12 
Joachim

 von Sandrart, Teutsche Academ
ie der Bau-, Bild- und 

M
ahlerey-Künste, N

urem
berg, 1675, vol. 2, p. 308.

13 

エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
没
時
の
文
書
記
録
に
ハ
ウ
ト
が
債
権
者
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ら
び
に
リ
ス
ト
上
の
作
品
を
帰
国
後
の
ハ
ウ

ト
が
版
画
に
し
て
い
る
こ
と
、
ザ
ン
ド
ラ
ル
ト
が
伝
え
る
作
品
所
有
の

記
録
な
ど
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。Andrew

s, op. cit. (n. 5), p. 48.

14 

た
だ
し
、
同
年
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
画
家
組
合
に
登
録
し
た
と
い
う
十

九
世
紀
の
研
究
か
ら
引
か
れ
た
事
実
は
実
際
に
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う
。

ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
が
マ
ル
テ
ン
・
ヤ
ン
・
ボ
ク
か
ら
得
た
情
報
と
し
て
以
下

の
論
考
に
て
言
及
。Seifert, op. cit. (n. 9), pp. 193–194.

15 
K

lessm
ann, G

ordenker and Seifert, op. cit. (n. 5), p. 146.

16 
Andrew

s, op. cit. (n. 5), cat. no. 58, p. 202. 

17 

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
が
最
初
に
示
唆
し
、
ク
レ
ス
マ
ン
も
あ
り
う

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。H

einrich W
eizsäcker, Adam

 Elsheim
er, 

der M
aler von Frankfurt I. D

es Künstlers Leben und W
erke, 2 vols., 

Berlin, 1936, p. 117; R
. K

lessm
ann, “Adam

 Elsheim
er: H

is Life and 
Art,” in: K

lessm
ann, G

ordenker and Seifert, op. cit. (n. 5), p. 36.

18 

本
作
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Klessm

ann, G
ordenker and Seifert, 

op. cit. (n. 5), pp. 139–145.

19 
D

avid de W
itt, T

he B
ader C

ollection: D
utch and Flem

ish 
Paintings, K

ingston (O
ntario), 2008, p. 125.

20 
Seifert, op. cit. (n.9), p. 180.

21 

教
皇
庁
か
ら
授
与
さ
れ
る
肩
書
で
、「
パ
ラ
テ
ィ
ー
ノ
伯
に
し
て
黄

金
の
拍
車
の
騎
士
（C

om
es Palatinus et Auratae M

ilitiae Eques

）」。

授
与
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Ibid., pp. 192–193.

22 
C

h. T. Seifert, “A
dam

 Elsheim
er und Pieter Lastm

an. Z
ur 

W
irkungsgeshichte von Elsheim

ers W
erk in der holländischen 

M
alerei des frühen 17. Jahrhunderts”, in: A

ndreas T
hielem

ann 
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and Stefan G
ronert eds., Adam

 Elsheim
er in Rom

: W
erk – Kontext – 

W
irkung, M

unchen, 2008, pp. 216–217.

23 
ク
レ
ス
マ
ン
は
、
こ
の
上
描
き
は
ハ
ウ
ト
に
よ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。

K
lessm

ann, G
ordenker and Seifert, op. cit. (n. 5), pp. 148–151.

24 
Seifert, op. cit. (n. 9), p. 177.

25 

本
作
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Caroline van Santen, “W

aarnem
ingen” 

in: D
e om

gekeerde w
ereld van Adriaen van de Venne, Zw

olle, 2023, 
p. 37.

26 
Sandrart, op. cit. (n. 12), vol. 2, p. 295, 309.

27 

ハ
ウ
ト
と
同
年
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
移
住
し
て
き
た
ク
リ
ス
ペ
イ
ン
・

フ
ァ
ン
・
デ
・
パ
ッ
セ
の
娘
、
マ
フ
ダ
レ
ナ
も
、
後
に
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー

の
作
品
を
複
製
版
画
に
し
て
お
り
、
ハ
ウ
ト
が
所
蔵
し
て
い
た
原
画
が

情
報
源
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

28 

こ
の
事
実
に
触
れ
る
文
献
は
多
い
が
、例
え
ば
以
下
。H. Perry C

hapm
an, 

“R
em

brandt and C
aravaggio: em

ulation w
ithout im

itation”, in: 
Lorenzo Pericolo and D

avid M
. Stone eds., C

aravaggio: Reflections 
and Refractions, Farnham

 Surry, 2014, pp. 273–300.

29 

こ
の
重
要
な
視
点
は
、
国
立
西
洋
美
術
館
の
幸
福
輝
先
生
か
ら
メ
ー

ル
で
頂
い
た
も
の
で
、
本
稿
は
そ
の
貴
重
な
示
唆
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

30 

紙
数
の
都
合
上
、
本
作
な
ら
び
に
註
に
上
げ
る
べ
き
関
連
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