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ア
ー
ミ
シ
ュ
の
起
源
─
寛
容
思
想
史
の
視
点
か
ら

─踊
　

共

二

は
じ
め
に　
　

　

プ
レ
イ
ン
・
ピ
ー
プ
ル
の
名
で
知
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
ミ
シ
ュ
に
関
す
る
出
版
物
は
、
わ
が
国
で
も
相
当
の
数
に
の
ぼ
る
。
現

代
人
は
ど
の
程
度
ま
で
機
械
文
明
に
背
を
向
け
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
そ
う
し
た
生
活
は
人
を
幸
福
に
す
る
の
か
。

ア
ー
ミ
シ
ュ
へ
の
関
心
の
背
景
に
は
そ
う
し
た
問
い
が
あ
る
。
ま
た
彼
ら
の
徹
底
し
た
非
暴
力
主
義
（
平
和
主
義
）
と
赦
し
の
思
想

（
復
讐
の
断
念
）
に
注
目
す
る
論
者
も
多
い
。
二
〇
〇
六
年
に
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
の
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
学
校
で
起
き
た
凄
惨
な
乱
射
事

件
と
そ
の
犯
人
に
対
す
る
ア
ー
ミ
シ
ュ
教
会
の
赦
し
の
表
明
は
、
世
界
中
に
波
紋
を
投
げ
か
け
た
。
こ
の
事
件
は
多
く
の
人
々
に
記
憶

さ
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
前
、
一
七
五
七
年
の
事
件
を
知
る
者
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
じ
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
に

住
む
ホ
ス
テ
ッ
ト
ラ
ー
と
い
う
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
家
族
が
怒
れ
る
先
住
民
に
襲
撃
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
が
、
衝
撃
的
な
の
は
父
親
が
息
子

た
ち
に
家
族
を
守
る
た
め
の
防
戦
を
禁
じ
、
逃
げ
る
こ
と
し
か
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
二
一
世
紀
の
事
件
か
ら
も
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一
八
世
紀
の
事
件
か
ら
も
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
変
わ
ら
な
い
信
念
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

北
米
の
地
で
独
特
の
生
活
と
文
化
を
築
い
た
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
起
源
は
ス
イ
ス
に
あ
る
。
そ
の
歴
史
と
現
在
に
つ
い
て
は
坂
井
信
生
や

池
田
智
の
優
れ
た
研
究
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
碩
学
ク
レ
イ
ビ
ル
の
書
物
も
翻
訳
で
読
め
る（

1
（

。
本
稿
は
一
七
世
紀
末
に
ス

イ
ス
（
お
よ
び
ア
ル
ザ
ス
地
方
）
を
舞
台
に
ア
ー
ミ
シ
ュ
が
誕
生
す
る
時
期
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
経
緯
自
体
は
す
で
に
上
述
の
い

く
つ
か
の
書
物
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
始
祖
ヤ
ー
コ
プ
・
ア
マ
ン
が
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ナ
ー
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
出
身

で
あ
る
こ
と
や
、
彼
が
ラ
イ
ン
を
北
上
し
て
ア
ル
ザ
ス
（
エ
ル
ザ
ス
）
地
方
に
亡
命
し
た
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
）

の
指
導
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
縷
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
上
述
の
諸
研
究
の
焦
点
は
、
迫
害
さ
れ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
内
部
分
裂
、
よ
り
純
粋
な
集
団
の
出
現
、
大
西
洋
を
越
え
る
亡
命

の
旅
と
新
世
界
ア
メ
リ
カ
へ
の
定
着
、
ア
メ
リ
カ
で
の
独
特
の
宗
教
文
化
の
形
成
と
展
開
に
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
研
究
に
多
く
を

負
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
や
や
視
点
を
異
に
し
て
い
る
。
本
稿
は
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
出
現
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
の
文
脈
の
な
か
に

位
置
づ
け
、
宗
教
的
寛
容
思
想
の
生
成
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
。
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
宗
教
改
革

を
へ
て
「
多
宗
派
化
」
が
進
行
し
た
が
、
大
宗
派
と
国
家
権
力
の
結
合
（
国
家
教
会
の
出
現
）
が
進
む
に
つ
れ
、
随
所
で
少
数
派
の
排

除
と
迫
害
が
起
こ
っ
た
。
大
宗
派
も
安
泰
で
は
な
く
、
宗
教
問
題
に
起
因
す
る
内
戦
や
国
際
戦
争
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
大
き
な
被
害
を

被
っ
た
。
こ
の
時
代
は
出
現
し
つ
つ
あ
る
近
代
的
な
主
権
国
家
が
互
い
に
争
う
「
平
和
な
き
近
世
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
宗
派
化
が
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
時
代

に
は
宗
派
間
の
対
話
と
共
存
の
模
索
も
進
み
、
そ
れ
を
理
論
的
に
裏
づ
け
る
思
想
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
生
ま
れ
た
。
寛
容
の
実
践
と
そ

の
思
想
化
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
や
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
が
文
筆
活
動
を
行
う
は
る
か
以
前
か
ら
、
ま
た
彼
ら
の
活
動
と
同

時
並
行
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ち
こ
ち
で
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
展
開
さ
れ
て
い
た（

2
（

。
私
見
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ミ
シ
ュ
誕
生
時
の
宗
派
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内
論
争
も
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
寛
容
思
想
史
の
一
側
面
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
の
が

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
主
な
材
料
は
「
分
離
文
書T

rennungsbriefe

」
と
呼
ば
れ
る
関
係
者
た
ち
の
十
数
点
の
書
簡
（
一
六
九
三

～
一
七
一
一
年
）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
何
種
類
か
の
翻
刻
と
現
代
語
訳
が
存
在
す
る
が
、
深
く
内
容
を
検
討
す
る
に
は
手
稿

史
料
群
（
写
本
）
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
と
ス
イ
ス
の
両
方
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ベ
ル
ン
州

（
ジ
ュ
ラ
地
方
）
に
あ
る
ス
イ
ス
・
メ
ノ
ー
派
の
古
文
書
館A

rchives et Bibliothèque de la Conférence M
ennonite Suisse

（A
BCM

S

）
が
所
蔵
し
て
い
る
二
種
類
の
写
本
（
同
一
内
容
）
お
よ
び
数
種
類
の
翻
刻
と
翻
訳
（
ド
イ
ツ
語
・
英
語
）
を
利
用
し
て
い

る（
3
（

。一
、
再
洗
礼
派
と
は

　

再
洗
礼
派
（W

iedertäufer/A
nabaptists

）
と
は
、
幼
児
洗
礼
を
否
定
し
て
自
覚
的
な
信
仰
を
も
つ
成
人
だ
け
に
洗
礼
を
行
う
諸
宗

派
の
総
称
で
あ
り
、
弾
圧
者
（
国
家
教
会
）
の
側
の
蔑
称
に
由
来
す
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
の
研
究
で
は
「
洗
礼
派T

äufer

」
と
呼
ぶ
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
英
語
圏
や
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
は
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
（Baptists

）
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
「
再
洗
礼
派
」
を

使
用
し
つ
づ
け
て
お
り
、
わ
が
国
で
も
こ
れ
が
定
着
し
て
い
る
。
本
稿
も
便
宜
上
そ
れ
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
現
代
に
お

い
て
「
再
洗
礼
派
」
と
い
う
組
織
名
を
用
い
る
宗
派
は
も
ち
ろ
ん
存
在
せ
ず
、
メ
ノ
ナ
イ
ト
（
メ
ノ
ー
派
）、
ハ
ッ
タ
ラ
イ
ト
（
フ
ッ

タ
ー
派
）、
ア
ー
ミ
シ
ュ
（
ア
マ
ン
派
）
と
い
っ
た
一
六
～
一
七
世
紀
の
指
導
者
に
ち
な
む
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ス
イ
ス
に
は

一
六
世
紀
の
再
洗
礼
派
の
直
系
団
体
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
メ
ノ
ー
派M

ennoniten

」
お
よ
び
「
古
再
洗
礼
派A

lttäufer/ O
ld 

A
nabaptists

」
と
い
う
名
称
を
併
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
に
起
こ
っ
た
「
新
再
洗
礼
派N

eutäufer/ N
ew

 A
nabaptists

」
と
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の
区
別
の
た
め
で
あ
る（

4
（

。

　

再
洗
礼
主
義
は
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
イ
ス
の
い
く
つ
か
の
急
進
的
宗
教
運
動
を
背
景
と
し
て
一
六
世
紀
前
半
に
出
現
し
た
が
、
後
世
に

も
っ
と
も
強
い
影
響
を
残
し
た
の
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
発
す
る
運
動
で
あ
る
。
コ
ン
ラ
ー
ト
・
グ
レ
ー
ベ
ル
や
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
・
マ
ン
ツ

が
そ
の
指
導
者
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
最
初
、
宗
教
改
革
者
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
仲
間
で
あ
り
、
そ
の
改
革
を
不
徹
底
と
批
判
し
て
独
自
の

道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
「
ス
イ
ス
兄
弟
団Schw
eizer Brüder

」
と
自
称
し
、
当
局
の
迫
害
を
受
け
な
が
ら
も
ス
イ
ス
各

地
、
西
南
ド
イ
ツ
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
の
信
条
は
元
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
士
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ザ
ト
ラ
ー
の
指
導
に
よ
っ
て
一
五
二
七

年
に
『
シ
ュ
ラ
イ
ト
ハ
イ
ム
信
仰
告
白
』
が
編
ま
れ
て
か
ら
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
現
世
的
な
る
も
の
か
ら
の
徹
底
的
な

「
分
離A

bsonderung

」
を
特
徴
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
聖
書
時
代
と
同
じ
「
成
人
洗
礼
」
を
実
施
し
、
自
覚
的
に
生
活
の
改
変
に

と
り
く
む
信
徒
だ
け
の
教
会
を
形
づ
く
り
、
厳
格
な
「
破
門
」（
放
逐
）
の
制
度
を
導
入
し
て
そ
の
質
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幼
児
洗
礼
は
無
効
で
あ
る
か
ら
、
人
は
信
仰
告
白
を
行
っ
た
う
え
で
洗
礼
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
ザ
ト
ラ
ー
ら
に
よ
れ
ば
国
家

権
力
は
本
質
的
に
非
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
、
公
職
は
忌
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
聖
書
の
戒
め
に
従
い
、
誓
約
は
避
け
ね
ば
な

ら
な
い
（
君
主
や
都
市
共
同
体
へ
の
忠
誠
誓
約
も
同
様
で
あ
る
）。
ま
た
兵
役
や
警
備
の
任
務
の
拒
否
に
よ
る
非
暴
力
主
義
の
実
践
も
信
徒

の
義
務
で
あ
っ
た（

（
（

。
な
お
初
期
の
再
洗
礼
派
運
動
に
お
い
て
は
、
ヴ
ァ
ル
ツ
フ
ー
ト
の
改
革
者
バ
ル
タ
ザ
ル
・
フ
ー
プ
マ
イ
ア
ー
の
場

合
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
と
の
結
び
つ
き
も
確
認
で
き
る
。
ス
イ
ス
の
都
市
支
配
下
の
農
村
地
帯
の
一
部
で
も
、
再
洗
礼
派
の
活

動
と
反
乱
農
民
の
要
求
（
た
と
え
ば
十
分
の
一
税
の
拒
否
や
共
同
体
に
よ
る
牧
師
の
選
出
）
は
相
互
に
関
係
し
て
い
た（

（
（

。
ザ
ト
ラ
ー
的
な

「
分
離
」
の
思
想
の
定
着
は
長
い
迫
害
時
代
を
経
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
立
場
は
即
座
に
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
の
全
体
に
共
有
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
改
革
派
の
教
会
に
出
席
し
つ
つ
、
再
洗
礼
派
の
地
下
活
動
に
加
わ
る
信
徒
も
多
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
ア
ー
ミ

シ
ュ
は
思
想
的
に
は
『
シ
ュ
ラ
イ
ト
ハ
イ
ム
信
仰
告
白
』
の
分
離
主
義
の
継
承
者
で
あ
る
。
な
お
ド
イ
ツ
の
再
洗
礼
派
運
動
は
千
年
王
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国
主
義
と
結
び
つ
い
た
一
五
四
〇
年
代
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
騒
乱
に
よ
っ
て
無
秩
序
の
代
名
詞
と
な
っ
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
メ
ノ
ー
・
シ

モ
ン
ズ
は
そ
の
敗
残
者
た
ち
を
迎
え
て
運
動
を
再
組
織
化
し
、
平
和
主
義
と
共
同
体
の
道
徳
的
純
化
を
徹
底
さ
せ
た
。
こ
れ
が
メ
ノ
ー

派
の
起
源
で
あ
る
。
彼
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
の
寛
容
体
制
の
恩
恵
を
受
け
て
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
内
部
で
は
教

義
的
な
論
争
が
絶
え
な
か
っ
た
。
メ
ノ
ー
派
は
い
わ
ゆ
る
単
性
説
を
唱
え
て
キ
リ
ス
ト
の
神
性
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
三

位
一
体
説
に
立
つ
西
南
ド
イ
ツ
の
再
洗
礼
派
の
一
部
と
の
対
立
を
呼
び
起
こ
し
、
一
五
五
〇
年
代
に
前
者
は
後
者
を
破
門
す
る
に
い

た
っ
た
。
思
想
的
対
立
は
オ
ラ
ン
ダ
で
も
起
き
て
い
た
が
、
一
七
世
紀
に
入
る
と
協
調
が
試
み
ら
れ
た
。『
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
信
仰
告
白
』

（
一
六
三
二
年
）
は
そ
の
結
晶
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
分
離
主
義
が
緩
和
さ
れ
、
為
政
者
を
非
キ
リ
ス
ト
教
的
と
み
な
す
姿
勢
は
消
え
て
い

る
。
厳
格
な
破
門
の
制
度
は
文
言
と
し
て
は
残
っ
て
い
る
が
、
弱
い
信
徒
へ
の
配
慮
も
同
時
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
信
仰
告
白
は
全

体
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
市
民
社
会
に
溶
け
込
ん
だ
メ
ノ
ー
派
の
自
己
理
解
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

（
（

。

　

オ
ラ
ン
ダ
に
比
べ
て
ス
イ
ス
で
は
迫
害
が
厳
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
再
洗
礼
派
の
活
動
は
驚
く
ほ
ど
活
発
で
あ
り
、
西
南
ド
イ
ツ

に
逃
れ
て
生
き
延
び
た
人
々
も
多
い
。
一
五
五
〇
年
頃
を
例
に
と
れ
ば
ス
イ
ス
系
の
再
洗
礼
派
が
史
料
に
出
て
く
る
都
市
や
農
村
は

六
〇
〇
箇
所
に
及
ぶ
。
そ
の
数
は
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
再
構
成
す
る
だ
け
で
も
約
三
〇
〇
〇
人
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
再
洗
礼
派

は
、
信
仰
告
白
と
成
人
洗
礼
に
は
至
っ
て
い
な
い
共
鳴
者
や
求
道
者
、
ま
た
子
ど
も
た
ち
と
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た

め
、
そ
の
数
は
数
倍
と
見
積
も
ら
れ
る
。
な
お
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
地
で
財
産
共
有
と
農
場
経
営
を
実
践
す
る
再
洗
礼
派
す
な
わ
ち
フ
ッ

タ
ー
派
が
ス
イ
ス
に
送
り
込
ん
で
い
た
伝
道
者
た
ち
は
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
記
録
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
も

一
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
信
徒
を
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
に
亡
命
さ
せ
て
い
る（

（
（

。
そ
の
亡
命
者
た
ち
が
今
度
は
伝
道
者
と
な
っ
て
ス
イ
ス
の
故
郷
に

密
か
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
メ
ノ
ー
派
も
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
の
亡
命
支
援
に
熱
心
で
あ
り
、
ス
イ
ス
の
為
政
者
た

ち
に
迫
害
を
や
め
さ
せ
る
た
め
の
働
き
か
け
も
長
期
に
わ
た
っ
て
積
極
的
に
展
開
し
て
い
た（

9
（

。
再
洗
礼
派
は
確
か
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
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あ
っ
た
が
、
そ
の
存
在
は
権
力
者
た
ち
を
恐
れ
さ
せ
、
ベ
ル
ン
や
チ
ュ
ー
リ
ヒ
は
専
門
の
取
締
局
（
委
員
会
）
ま
で
編
成
し
て
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
正
統
派
（
改
革
派
）
の
国
家
教
会
体
制
の
威
信
を
守
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
一
七
世
紀
に
入
る
と
状
況
は
変
化
す
る
。
三
十

年
戦
争
時
代
の
混
乱
が
迫
害
の
効
果
を
失
わ
せ
、
戦
後
に
は
ア
ル
ザ
ス
や
プ
フ
ァ
ル
ツ
の
領
主
た
ち
が
荒
廃
し
た
国
土
の
再
建
（
再
開

墾
）
の
た
め
に
移
民
を
募
り
、
再
洗
礼
派
も
受
け
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
私
的
空
間
で
の
礼
拝
の
自
由
を
得
て
生
き
残
る
こ
と

が
で
き
た
。
ス
イ
ス
で
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
農
村
部
（
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
の
辺
境
や
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
左
岸
か
ら
ス
イ
ス
中
央
部
に
向
か
う
山
地
）、

ベ
ル
ン
農
村
部
（
エ
メ
ン
タ
ー
ル
や
ジ
ュ
ラ
山
脈
の
辺
地
）
が
再
洗
礼
派
の
残
存
勢
力
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
ジ
ュ
ラ
北
部
は
バ
ー
ゼ
ル

司
教
領
で
あ
る
が
、
司
教
は
再
洗
礼
派
を
開
拓
者
と
し
て
迎
え
た
。
再
洗
礼
派
は
勤
勉
に
働
い
て
森
を
開
き
、
標
高
千
メ
ー
ト
ル
以
上

の
土
地
を
牧
草
地
に
変
え
た
（
当
時
の
牧
草
地
の
長
い
石
垣
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
）。
一
七
一
〇
年
に
ベ
ル
ン
市
当
局
は
再
洗
礼
派
の
大

量
逮
捕
と
集
団
追
放
を
行
う
が
、
そ
れ
は
ジ
ュ
ラ
、
ア
ル
ザ
ス
、
西
南
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命
の
波
を
新
た
に
引

き
起
こ
し
た（

1（
（

。

二
、
ア
ル
ザ
ス
と
ス
イ
ス

　

ア
ル
ザ
ス
に
逃
れ
た
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
の
一
部
は
一
六
六
〇
年
に
『
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
信
仰
告
白
』
を
受
容
し
た
。
十
数
名
の
説
教
師

や
執
事
た
ち
が
オ
ー
ネ
ン
ハ
イ
ム
の
製
粉
小
屋
で
こ
の
文
書
に
署
名
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
の
「
メ
ノ
ナ
イ
ト

化
」
が
少
し
ず
つ
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
ア
ル
ザ
ス
の
寛
容
な
空
気
の
な
か
で
分
離
主
義
を
弱
め
て
い
っ
た
が
、
一
七
世
紀

末
の
ス
イ
ス
に
お
け
る
新
た
な
迫
害
の
な
か
で
亡
命
し
て
き
た
人
々
は
こ
れ
を
堕
落
と
感
じ
、
厳
格
派
と
穏
健
派
の
分
裂
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
ス
イ
ス
に
お
い
て
も
後
述
す
る
よ
う
に
数
多
く
の
穏
健
派
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
ア
ル
ザ
ス
に
お
い
て
厳
格
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派
を
率
い
た
の
は
ヤ
ー
コ
プ
・
ア
マ
ン
そ
の
人
で
あ
る
。
彼
は
一
六
四
四
年
に
ベ
ル
ナ
ー
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
の
ジ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
位

置
す
る
村
エ
ル
レ
ン
バ
ハ
に
生
ま
れ
た
。
父
親
の
生
業
は
仕
立
工
で
あ
っ
た
。
ア
マ
ン
は
一
六
七
八
年
頃
に
再
洗
礼
派
と
な
っ
た
が
、

迫
害
ゆ
え
に
ア
ル
ザ
ス
に
逃
れ
、
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
山
中
の
サ
ン
ト
・
マ
リ
ー
・
オ
・
ミ
ー
ヌ
（
マ
ル
キ
ル
ヒ
）
で
暮
ら
し
た
。
そ
こ
で
は

ド
イ
ツ
語
話
者
に
は
改
革
派
が
多
く
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
多
か
っ
た
が
、
再
洗
礼
派
の
到
来
に
よ
っ
て
宗
派
的
な
混

在
状
態
が
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
（
た
だ
し
再
洗
礼
派
は
ル
イ
一
四
世
に
よ
る
一
七
一
二
年
の
迫
害
で
追
放
さ
れ
、
ド
イ
ツ
や
オ
ラ
ン
ダ
や
北
米

に
散
っ
て
い
っ
た
。
追
放
さ
れ
た
再
洗
礼
派
の
数
は
約
六
〇
〇
名
で
あ
る
）。
と
こ
ろ
で
ア
マ
ン
を
長
老
（Ä

lteste

）
の
地
位
に
つ
け
た
の

は
ベ
ル
ン
領
エ
メ
ン
タ
ー
ル
出
身
の
ハ
ン
ス
・
ラ
イ
ス
ト
で
あ
る
（
別
名
ハ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ス
リ
あ
る
い
は
ヒ
ュ
ス
リ
・
ハ
ン
ス
）。
ラ
イ
ス

ト
は
農
家
の
出
で
あ
り
、
再
洗
礼
派
弾
圧
の
な
か
で
そ
の
生
家
は
没
収
さ
れ
、
一
六
七
〇
年
代
の
集
団
亡
命
（
約
七
〇
〇
人
）
に
加

わ
っ
て
ア
ル
ザ
ス
に
移
っ
て
い
た
。
た
だ
し
彼
は
八
〇
年
代
に
密
か
に
ベ
ル
ン
農
村
部
に
戻
っ
た
。
や
が
て
ア
マ
ン
は
ア
ル
ザ
ス
の
厳

格
派
の
意
向
を
受
け
て
ス
イ
ス
の
地
を
訪
問
す
る
が
、
そ
の
役
割
は
ス
イ
ス
の
再
洗
礼
派
指
導
者
た
ち
の
信
仰
理
解
を
問
い
た
だ
し
、

綱
紀
粛
正
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
で
ア
マ
ン
は
ラ
イ
ス
ト
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。

　

ラ
イ
ス
ト
は
穏
健
派
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
り
、
分
離
主
義
の
徹
底
に
は
賛
成
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
ア
ル
ザ
ス
で
の

異
宗
派
と
の
平
和
的
共
存
の
経
験
に
加
え
、
ス
イ
ス
の
改
革
派
信
徒
た
ち
と
の
交
流
と
い
う
現
実
問
題
が
あ
っ
た
。
再
洗
礼
派
と
交
わ

り
、
援
助
を
行
う
人
々
は
一
七
世
紀
に
は
「
共
鳴
者T

reuherzige

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
こ
の
用
語
は
「
親
友
」
と
訳
す
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
英
訳
史
料
で
はtrue-hearted

で
あ
る
）。
彼
ら
は
迫
害
に
苦
し
む
再
洗
礼
派
に
飲
食
や
隠
れ
家
を
与
え
、
官
憲
に
よ
る
一

斉
捜
査
の
情
報
な
ど
を
提
供
し
て
く
れ
る
改
革
派
（
国
教
会
）
の
信
徒
た
ち
で
あ
る
。
親
族
や
同
郷
の
顔
見
知
り
も
い
た
が
、
ベ
ル
ン

領
で
は
絶
対
主
義
国
家
の
宮
廷
を
模
倣
し
て
支
配
の
強
化
を
試
み
る
都
市
の
門
閥
政
治
家
た
ち
に
反
発
す
る
農
民
層
も
「
共
鳴
者
」
に

な
り
え
た
。
ス
イ
ス
農
民
戦
争
（
一
六
五
三
年
）
の
敗
北
後
に
再
洗
礼
派
が
増
加
す
る
の
も
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
る
。
な
お
当
局
側
は
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「
共
鳴
者
」
を
侮
蔑
的
に
「
半
再
洗
礼
派H

albtäufer

」
と
も
呼
ん
で
い
た（

12
（

。
農
村
の
「
共
鳴
者
」
の
な
か
に
は
隠
し
部
屋

（T
äuferversteck

）
を
つ
く
っ
て
再
洗
礼
派
を
守
る
者
も
お
り
、
エ
メ
ン
タ
ー
ル
の
ホ
ー
フ
・
ヒ
ン
タ
ー
ヒ
ュ
ッ
テ
ン
の
古
民
家
に
は

当
時
の
隠
し
部
屋
が
残
っ
て
い
る（

13
（

。
再
洗
礼
派
シ
ン
パ
の
存
在
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
や
シ
ャ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
農
村
部
に
も
一
六
世
紀
か
ら
み

ら
れ
、
脱
獄
を
手
伝
う
協
力
者
さ
え
い
た
。「
友
だ
ちGefründten

」
と
い
う
史
料
用
語
も
あ
る
が
、
ロ
イ
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
親
族
、

隣
人
、
友
人
を
広
く
含
む
言
い
回
し
で
あ
っ
た
。
な
お
ラ
イ
ゼ
ネ
ン
の
研
究
に
よ
れ
ば
ド
イ
ツ
に
も
類
似
の
現
象
が
あ
り
、
一
六
世
紀

後
半
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
で
は
「
受
け
入
れ
者Receptatores

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う（

14
（

。

　

ス
イ
ス
に
や
っ
て
き
た
ヤ
ー
コ
プ
・
ア
マ
ン
は
、
ベ
ル
ン
農
村
部
を
巡
回
し
な
が
ら
分
離
主
義
の
徹
底
と
厳
格
な
破
門
の
実
施
を
求

め
た
。
具
体
的
な
要
求
は
破
門
さ
れ
た
者
（
正
し
い
信
仰
を
も
た
な
い
者
）
を
主
の
晩
餐
（
聖
餐
式
）
だ
け
で
な
く
日
常
の
食
卓
の
交
わ

り
か
ら
も
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
の
再
洗
礼
派
は
お
お
む
ね
こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
が
、
ラ
イ
ス
ト
を
指
導
者

と
す
る
エ
メ
ン
タ
ー
ル
の
穏
健
派
は
同
調
し
な
か
っ
た
。
ア
マ
ン
は
教
会
か
ら
の
「
嘘
つ
き
」
の
追
放
も
求
め
て
い
た
。
彼
の
信
念
は

単
純
素
朴
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
「
こ
の
世
」
と
の
妥
協
を
戒
め
て
「
不
品
行
な
者
」
と
は
「
食
事
も
共
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
説

く
パ
ウ
ロ
の
言
葉
で
あ
っ
た
（
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
二
章
一
節
、
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
第
一
の
手
紙
五
章
一
一
節
、
同
、
第
二
の
手

紙
六
章
一
四
～
一
七
節
）。
そ
れ
は
ア
ー
ミ
シ
ュ
が
現
在
も
重
視
す
る
「
忌
避
」
す
な
わ
ち
マ
イ
ド
ゥ
ン
グ
（M

eidung

）
の
精
神
で
あ

る
。
英
語
で
は
シ
ャ
ニ
ン
グ
（shunning

）
と
い
う
。
な
お
ベ
ル
ン
農
村
部
で
の
決
裂
は
一
六
九
三
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
翌
年
に
は

ア
ル
ザ
ス
の
オ
ー
ネ
ン
ハ
イ
ム
で
も
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
し
て
ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
は
ア
ル
ザ
ス
で
も
二
つ
の
勢
力
に
分
か

れ
、
当
然
そ
の
分
裂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
た
ち
が
い
る
西
南
ド
イ
ツ
に
も
及
ん
だ
。
そ
れ
は
南
北
二
〇
〇
キ
ロ
に
わ
た
る
広
域
的
現
象

で
あ
る（

1（
（

。
と
こ
ろ
で
穏
健
派
は
オ
ラ
ン
ダ
の
メ
ノ
ー
派
と
の
近
さ
を
自
覚
し
て
い
た
が
、
厳
格
派
も
自
分
た
ち
の
ほ
う
こ
そ
メ
ノ
ー
派

の
信
条
を
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
て
い
た
。
現
実
に
は
も
ち
ろ
ん
穏
健
派
の
ほ
う
が
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
・
メ
ノ
ー
派
に
は
近
い
と
思
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わ
れ
る
。
ア
ー
ミ
シ
ュ
は
む
し
ろ
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
六
世
紀
前
半
の
『
シ
ュ
ラ
イ
ト
ハ
イ
ム
信
仰
告
白
』
の
編
者
ザ
ト

ラ
ー
の
思
想
の
復
興
者
、
実
践
者
で
あ
る
。

三
、
草
の
根
の
寛
容
思
想

　

ア
ー
ミ
シ
ュ
論
争
（
ア
マ
ン
＝
ラ
イ
ス
ト
論
争
）
の
内
容
は
、「
分
離
書
簡
」
の
引
用
を
含
め
て
邦
語
の
文
献
で
も
詳
し
く
知
る
こ
と

が
で
き
、「
洗
足
」
の
儀
式
を
オ
ラ
ン
ダ
再
洗
礼
派
と
同
じ
よ
う
に
行
う
か
行
わ
な
い
か
、
聖
餐
を
一
年
に
一
度
に
す
る
か
二
度
に
す

る
か
を
め
ぐ
っ
て
も
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
坂
井
の
研
究
は
詳
細
で
あ
る
。
そ
れ
は
欧
米
の
先
行
研
究
の

成
果
を
十
分
に
吸
収
し
、
指
導
者
た
ち
の
強
烈
な
個
性
を
描
き
、
宗
派
分
裂
・
セ
ク
ト
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
て
い
る（

1（
（

。
筆
者

は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
寛
容
思
想
史
の
視
点
か
ら
ア
ー
ミ
シ
ュ
論
争
を
と
ら
え
直
し
て
み
た
い
。
そ
の
手
が
か
り
は
「
共
鳴
者
」
の

魂
の
救
い
を
め
ぐ
る
論
争
に
あ
る
。

　

は
じ
め
ア
マ
ン
派
で
あ
っ
た
も
の
の
後
に
穏
健
派
の
長
老
に
な
っ
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン
ク
と
い
う
人
物
は
、
一
六
九
三
年

に
書
い
た
手
紙
の
な
か
で
、
ア
マ
ン
に
糾
弾
さ
れ
た
ラ
イ
ス
ト
派
の
考
え
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
そ
こ
で
ヤ
ギ
・

ア
メ
ン
［
ヤ
ー
コ
プ
・
ア
マ
ン
］
は
ハ
プ
シ
ュ
テ
テ
ン
の
ニ
ク
ラ
ウ
ス
・
バ
ル
ツ
リ
を
そ
こ
に
来
さ
せ
、
あ
な
た
は
共
鳴
者
た
ち
に
救

い
を
約
束
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
ニ
ク
ラ
ウ
ス
・
バ
ル
ツ
リ
は
そ
れ
に
答
え
、
い
つ
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
り
、

ど
の
よ
う
に
そ
れ
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
私
に
は
わ
か
ら
な
い
と
述
べ
、
寛
恕
を
請
う
た
。
と
も
あ
れ
彼
は
、
こ
の
こ
と

は
神
の
恩
寵
に
委
ね
た
い
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
」
と（

1（
（

。
ラ
イ
ス
ト
派
は
、
再
洗
礼
派
教
会
の
正
式
メ
ン
バ
ー
に
な
ら
な
い
人
た
ち
も

恩
寵
と
憐
れ
み
の
対
象
に
な
る
可
能
性
を
信
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
マ
ン
派
は
、
自
覚
的
な
信
仰
を
も
っ
て
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（
再
）
洗
礼
を
受
け
、
か
つ
迫
害
に
耐
え
て
十
字
架
を
背
負
わ
な
い
者
に
救
い
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
ア
マ
ン
派
に
と
っ
て
ラ
イ
ス

ト
派
の
思
想
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
マ
ン
自
身
は
一
六
九
三
年
の
長
い
書
簡
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
憐
れ

み
深
い
者
は
幸
い
で
あ
り
、
そ
の
人
も
憐
れ
み
を
受
け
る
は
ず
だ
か
ら
、
私
は
敬
虔
な
信
徒
た
ち
に
対
し
て
善
を
行
い
、
憐
れ
み
を
示

そ
う
。
彼
ら
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
慰
め
の
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
は
、
預
言
者
を
預
言
者
と
し
て
迎
え
る
人

は
預
言
者
と
同
じ
報
い
を
受
け
る
と
か
、
こ
の
小
さ
な
者
の
一
人
に
冷
た
い
水
一
杯
で
も
飲
ま
せ
て
く
れ
る
人
は
報
わ
れ
な
い
は
ず
が

な
い
と
い
っ
た
聖
書
の
言
葉
［
マ
タ
イ
福
音
書
一
〇
章
］
を
引
い
て
共
鳴
者
た
ち
を
慰
め
、
救
い
を
約
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、

た
と
え
人
々
の
異
言
や
天
使
た
ち
の
異
言
を
語
ろ
う
と
愛
が
な
け
れ
ば
私
は
騒
が
し
い
ど
ら
、
や
か
ま
し
い
シ
ン
バ
ル
で
あ
り
、
ま
た

貧
し
い
人
に
全
財
産
を
施
し
て
も
愛
が
な
け
れ
ば
私
に
は
何
の
益
も
な
い
［
第
一
コ
リ
ン
ト
、
一
三
章
］
と
い
う
聖
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を

考
慮
す
る
こ
と
が
な
い
。［
・
・
・
］
私
た
ち
の
反
対
派
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
定
め
を
無
視
し
、
聖
書
の
随
所
に
記
さ
れ
て
い

る
十
字
架
と
苦
難
を
背
負
う
こ
と
が
な
い
。
彼
ら
は
別
の
道
を
通
じ
て
共
鳴
者
た
ち
を
天
上
の
羊
小
屋
［
天
国
］
に
連
れ
て
行
こ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
神
の
言
葉
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
証
言
す
る
。
そ
う
し
た
人
々
は
盗
人
で
あ
り
殺
人
者
で

あ
り
、
偽
り
の
教
え
を
も
っ
て
貧
し
い
魂
た
ち
か
ら
永
遠
の
命
を
奪
っ
て
い
る
と
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
と
そ

の
使
徒
た
ち
の
教
え
に
従
っ
て
お
ら
ず
、
偽
預
言
者
と
詐
欺
師
た
ち
の
流
儀
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
う
し
た
人
た

ち
と
は
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

1（
（

」。

　

ア
マ
ン
に
と
っ
て
国
家
教
会
（
改
革
派
）
の
信
仰
に
と
ど
ま
る
「
共
鳴
者
」
た
ち
に
救
い
の
可
能
性
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
を
示
唆
す

る
ラ
イ
ス
ト
派
の
長
老
た
ち
は
破
門
し
て
縁
を
切
る
べ
き
偽
預
言
者
で
あ
っ
た
。「
救
い
を
も
た
ら
す
真
の
信
仰
な
し
に
神
に
嘉
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
真
の
信
仰
を
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
者
は
、
何
の
異
論
も
な
く
洗
礼
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。［
・
・
・
］
キ

リ
ス
ト
は
言
わ
れ
る
。
私
の
弟
子
に
な
り
た
い
者
は
自
分
の
十
字
架
を
背
負
っ
て
私
に
従
い
な
さ
い
。
持
て
る
も
の
す
べ
て
を
棄
て
る
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者
で
な
け
れ
ば
私
の
弟
子
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
と
［
マ
タ
イ
福
音
書
一
〇
章
］。
家
も
畑
も
父
も
母
も
、
妻
も
子
も
棄
て
る

者
で
な
け
れ
ば
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る（

19
（

」。
こ
う
言
い
放
つ
ア
マ
ン
に
妥
協
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
ア
マ
ン
は
も

ち
ろ
ん
聖
書
主
義
に
立
っ
て
い
た
が
、
ラ
イ
ス
ト
派
も
ま
た
聖
書
の
言
葉
（
山
上
の
説
教
）
を
も
と
に
「
共
鳴
者
」
た
ち
の
魂
の
救
い

の
可
能
性
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
い
う
な
れ
ば
聖
書
主
義
と
聖
書
主
義
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

も
あ
れ
、
魂
の
救
済
の
道
が
複
数
あ
り
う
る
と
い
う
観
念
は
ア
マ
ン
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
彼
の
書
簡
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
大
宗
派
の
聖
職
者
と
為
政
者
が
し
ば
し
ば
用
い
た
「
救
い
を
も
た
ら
す
唯
一
の
信
仰allein seligm

achende Religion

」
と
い
う

表
現
に
近
い
言
い
回
し
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
真
理
の
独
占
」
の
確
信
が
読
み
と
れ
る（

2（
（

。

　

ア
マ
ン
は
ラ
イ
ス
ト
派
と
の
討
論
が
物
別
れ
に
終
わ
っ
た
後
、
彼
自
身
の
判
断
で
ラ
イ
ス
ト
派
の
長
老
た
ち
を
「
セ
ク
ト
」
と
非
難

し
て
次
々
に
破
門
に
処
し
た
。
ラ
イ
ス
ト
派
の
ペ
ー
タ
ー
・
ギ
ー
ガ
ー
の
書
簡
は
破
門
劇
の
一
つ
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。「
私

ヤ
ー
コ
プ
・
ア
メ
ン
［
ア
マ
ン
］
は
、
一
二
名
の
牧
師
お
よ
び
長
老
と
と
も
に
、
私
た
ち
の
熟
慮
と
神
の
言
葉
に
従
い
、
私
た
ち
と
同

じ
信
仰
を
告
白
し
よ
う
と
し
な
い
ベ
ン
ツ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
と
ハ
ン
ス
・
イ
ム
・
ヴ
ィ
ー
ラ
ー
を
セ
ク
ト
的
人
間
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の

教
会
お
よ
び
神
の
共
同
体
か
ら
排
除
し
、
破
門
す
る
も
の
で
あ
る（

21
（

」。
ア
マ
ン
は
エ
メ
ン
タ
ー
ル
地
方
を
中
心
に
再
洗
礼
派
の
地
下
教

会
の
あ
る
村
々
を
巡
り
、
牧
師
た
ち
や
指
導
的
な
立
場
の
信
徒
た
ち
の
信
仰
（
と
り
わ
け
破
門
と
忌
避
に
つ
い
て
の
理
解
）
を
問
い
た
だ

し
、
そ
れ
が
ア
マ
ン
派
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
次
々
に
こ
う
し
た
破
門
宣
告
を
行
っ
た
。
な
お
ラ
イ
ス
ト
が
直
接
の
論
争
を
避

け
、
フ
リ
ー
ダ
ー
ス
マ
ッ
ト
と
い
う
村
の
約
束
の
会
談
場
所
に
現
れ
な
か
っ
た
と
き
、
ア
マ
ン
は
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
。
先
輩
格
の
牧

師
に
侮
辱
を
受
け
た
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ン
ク
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
と
き
彼
［
ア
マ
ン
］
は
憤
激
の
あ
ま
り
ヒ
ュ

ス
リ
・
ハ
ン
ス
［
ハ
ン
ス
・
ラ
イ
ス
ト
］
を
セ
ク
ト
主
義
者
と
し
て
破
門
し
、
他
の
六
人
の
牧
師
も
破
門
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
に

は
多
く
の
兄
弟
姉
妹
が
い
た
が
、
彼
ら
は
彼
［
ア
マ
ン
］
に
寛
恕
を
求
め
た
。
そ
こ
に
い
た
姉
妹
の
一
人
は
跪
い
て
ア
マ
ン
に
寛
恕
を
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懇
請
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た（

22
（

」。

　

ブ
ラ
ン
ク
は
ア
マ
ン
の
強
引
な
態
度
を
詳
し
く
描
き
、「
寛
恕Geduld

」
を
求
め
て
跪
く
女
性
信
徒
の
姿
を
印
象
的
に
伝
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
寛
恕
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で
は
異
な
る
信
条
を
も
つ
者
の
存
在
を
（
怒
り
を
抑
え
つ
つ
）
容
認
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
近
世
的
な
意
味
で
の
「
寛
容T

oleranz

」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
時
点
の
ア
マ
ン
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
「
救

い
を
も
た
ら
す
真
の
信
仰
」
の
貫
徹
と
異
説
の
排
除
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
り
、
寛
容
や
共
存
は
論
外
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
再
洗
礼
派
を

迫
害
し
て
き
た
国
家
教
会
（
改
革
派
）
の
姿
勢
に
似
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
ア
マ
ン
が
用
い
た
手
段
は
非
暴
力
的
で
あ
り
、

国
家
教
会
と
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

　

ア
マ
ン
派
か
ら
破
門
さ
れ
た
ラ
イ
ス
ト
派
の
思
想
は
、
両
派
の
書
簡
か
ら
十
分
に
再
現
で
き
る
が
、
こ
こ
で
ラ
イ
ス
ト
自
身
が
残
し

た
文
書
も
検
討
し
て
お
こ
う
。
ラ
イ
ス
ト
は
一
七
〇
〇
年
頃
に
印
刷
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
『
祈
り
』
と
題
す
る
作
品
に
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。「
私
た
ち
は
あ
な
た
に
、
父
な
る
神
に
祈
り
ま
す
。
御
心
に
喜
ん
で
従
お
う
と
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
、
主
な
る
神
が

恵
み
を
与
え
、
彼
ら
が
心
か
ら
あ
な
た
を
愛
し
、
畏
れ
、
あ
な
た
の
戒
め
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
私
た
ち
は
あ
な

た
に
、
父
な
る
神
に
祈
り
ま
す
。
私
た
ち
に
食
事
や
飲
み
物
を
与
え
、
住
ま
い
と
避
難
所
を
用
意
し
、
大
き
な
愛
と
信
頼
を
示
し
て
く

れ
る
す
べ
て
の
人
々
に
、
主
な
る
神
が
こ
の
世
に
お
い
て
も
永
遠
の
命
に
お
い
て
も
豊
か
な
報
い
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
」

と（
23
（

。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
迫
害
さ
れ
る
再
洗
礼
派
に
飲
食
や
隠
れ
家
を
提
供
す
る
「
共
鳴
者
」
た
ち
の
た
め
の
祈
り
で
あ
る（

24
（

。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ア
マ
ン
は
ラ
イ
ス
ト
派
が
「
共
鳴
者
」
た
ち
に
「
救
い
の
約
束
」
を
約
束
し
た
と
非
難
し
た
が
、
そ
れ
は
正

確
に
い
え
ば
約
束
で
は
な
く
、
神
の
摂
理
は
教
会
の
外
側
に
お
い
て
も
人
を
救
い
に
導
き
う
る
と
い
う
信
仰
で
あ
っ
た
。
こ
の
ラ
イ
ス

ト
派
の
思
想
に
ツ
ュ
ル
ヒ
ャ
ー
は
普
遍
（
万
人
）
救
済
論
の
要
素
を
読
み
と
っ
て
い
る（

2（
（

。
そ
の
思
想
は
一
六
世
紀
か
ら
再
洗
礼
派
の
一

部
に
確
認
で
き
る
が
、
強
調
点
は
二
重
予
定
説
（
救
い
と
滅
び
の
永
遠
の
予
定
の
教
え
）
を
退
け
、
神
の
意
志
と
人
間
の
意
志
の
協
働
に
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よ
る
救
い
の
可
能
性
を
説
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
神
学
上
の
分
類
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
で
あ
る
。
ラ

イ
ス
ト
派
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
救
済
論
と
寛
容
思
想
（
共
存
の
思
想
）
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
逃
げ

ま
ど
う
再
洗
礼
派
の
信
徒
た
ち
を
助
け
、
宿
を
貸
し
、
食
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
名
も
な
い
（
異
宗
派
の
）
市
民
や
農
民
た
ち
と
の
交

誼
を
原
点
と
し
て
お
り
、
歴
史
的
状
況
に
密
着
し
た
草
の
根
の
寛
容
思
想
で
あ
っ
て
、
観
念
的
・
抽
象
的
に
生
み
出
さ
れ
た
神
学
的
見

解
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
大
思
想
家
の
書
物
の
内
容
を
焼
き
直
し
た
も
の
で
も
な
い
。

　

ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
の
共
存
と
寛
容
の
思
想
は
、
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
分
離
か
ら
約
一
〇
年
後
に
匿
名
で
刊
行
さ
れ
た
『
銀
器
の
な
か
の

金
の
林
檎
』（
一
七
〇
二
年
）
と
題
す
る
建
徳
書
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。「
も
し
だ
れ
か
が
盗
み
や
姦
通
や
殺
人
を
行
う
信
仰
を
抱

い
て
い
る
と
し
て
も
、
つ
ま
り
そ
の
信
仰
が
彼
に
盗
ん
だ
り
殺
人
を
犯
し
た
り
姦
通
を
行
う
と
い
っ
た
残
忍
な
こ
と
を
自
由
に
行
わ
せ

る
と
し
て
も
、
私
は
神
へ
の
恐
れ
か
ら
こ
れ
を
擁
護
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
裁
い
た
り
断
罪
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
」。
こ
れ
は
『
金
の
林
檎
』
の
第
四
部
（
一
六
世
紀
後
半
に
ド
イ
ツ
で
殉
教
の
死
を
遂
げ
た
二
人
の
再
洗
礼
派
の
書
簡
集
）
の
末
尾
に

付
さ
れ
た
「
結
語Schluß-Rede

」（
編
者
に
よ
る
補
足
）
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る（

2（
（

。
な
お
『
金
の
林
檎
』
は
『
シ
ュ
ラ
イ
ト
ハ
イ
ム

信
仰
告
白
』（
一
五
二
七
年
）、
そ
の
編
者
ザ
ト
ラ
ー
の
書
簡
、
一
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
と
オ
ラ
ン
ダ
の
幾
人
か
の
殉
教
者
の
書
簡
、
オ
ラ

ン
ダ
・
メ
ノ
ー
派
の
『
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
信
仰
告
白
』（
一
六
三
二
年
）
を
ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
の
立
場
で
増
補
し
た
一
九
箇
条
の
信
仰
告

白
文
、
さ
ら
に
各
種
の
祈
祷
文
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
全
体
の
編
者
は
プ
フ
ァ
ル
ツ
在
住
の
ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
指
導
者
ヤ
ー
コ
プ
・

グ
ー
ト
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る（

2（
（

。
と
も
あ
れ
上
の
引
用
箇
所
に
は
、
他
人
の
信
仰
を
絶
対
に
裁
か
な
い
と
い
う
寛
容
（
寛
恕
）
の

心
構
え
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
近
世
的
な
意
味
で
の
寛
容
は
「
大
ら
か
に
受
け
入
れ
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
正
し

い
と
は
思
え
な
い
信
仰
の
持
ち
主
の
存
在
に
「
耐
え
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
合
い
は
為
政
者
に
よ
る
（
上
か
ら
の
）
寛
容

政
策
の
場
合
も
宗
派
間
の
相
互
的
寛
容
の
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
た（

2（
（

。
自
己
の
信
仰
の
正
し
さ
を
過
信
せ
ず
、
神
を
恐
れ
つ
つ
、
誤
っ
て
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い
る
と
し
か
思
え
な
い
信
仰
を
も
つ
他
者
の
存
在
に
耐
え
る
こ
と
。
こ
の
徹
底
し
た
寛
容
思
想
は
、
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
分
離
の
さ
い
に
ス

イ
ス
再
洗
礼
派
（
ラ
イ
ス
ト
派
）
が
と
っ
た
立
場
の
延
長
上
に
あ
る
。
な
お
「
結
語
」
の
著
者
は
「
殺
人
を
許
す
信
仰
」
も
否
定
し
な

い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
は
極
端
に
思
え
る
。
し
か
し
近
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
大
宗
派
が
再
洗
礼
派
の
死
刑

や
財
産
没
収
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
含
意
は
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
結
語
」
は
再
洗
礼
派
で
は
な

い
読
者
も
想
定
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
冒
頭
の
「
善
意
の
読
者gutherziger Leser

」
へ
の
呼
び
か
け
か
ら
わ
か
る（

29
（

。「
善

意
の
読
者
」
は
再
洗
礼
派
に
好
感
を
も
つ
一
七
世
紀
末
の
改
革
派
世
界
の
「
敬
虔
派
」
で
あ
る
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
彼
ら
は
異
宗
派
の
友
人
た
ち
で
あ
る（

3（
（

。

　

一
七
世
紀
末
以
降
の
再
洗
礼
派
の
文
献
は
、
彼
ら
が
複
数
の
信
仰
の
共
存
を
当
然
視
し
て
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
ア
ル
ザ
ス
や
プ
フ
ァ
ル
ツ
で
彼
ら
自
身
が
寛
容
の
対
象
と
な
っ
た
経
験
や
、
ス
イ
ス
の
故
郷
や
亡
命
地
で
出

会
っ
た
「
共
鳴
者
」
た
ち
と
の
友
情
を
背
景
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
の
寛
容
と
共
存
の
思
想

は
、
ア
ー
ミ
シ
ュ
論
争
の
時
期
に
突
然
出
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ア
マ
ン
は
ラ
イ
ス
ト
派
が
「
共
鳴
者
」
た
ち
を
「
別
の
道
を
通
っ

て
」
魂
の
救
済
を
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
批
判
し
た
が
、
そ
う
し
た
「
別
の
道
」
の
存
在
を
認
め
る
思
想
は
他
の
史
料
で
も
確
認

で
き
、
そ
れ
は
ス
イ
ス
に
は
限
ら
れ
な
い
。
そ
の
典
型
例
は
一
六
一
四
年
に
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
斬
首
さ
れ
た
再
洗
礼
派
ハ
ン
ス
・
ラ
ン

デ
ィ
ス
の
殉
教
記
録
で
あ
る
。
ラ
ン
デ
ィ
ス
事
件
を
『
流
血
の
劇
場

─
殉
教
者
の
鏡
』（
一
六
六
〇
年
初
版
）
に
盛
り
込
ん
だ
オ
ラ
ン

ダ
の
テ
ィ
ー
レ
マ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
彼
ら
［
迫
害
者
た
ち
］
の
心
に
は
ま
だ
覆
い
が
か
け
ら

れ
、［
・
・
・
］
燃
え
る
よ
う
な
熱
情
が
心
を
血
の
よ
う
に
赤
く
染
め
て
お
り
、
だ
れ
か
が
別
の
方
法
で
天
国
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に

耐
え
ら
れ
ず
、
自
分
た
ち
が
聞
か
さ
れ
て
い
る
救
い
の
道
以
外
は
認
め
ず
、
そ
れ
を
だ
れ
に
対
し
て
も
強
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

だ
。
こ
れ
は
ス
イ
ス
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
一
六
一
四
年
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る（

31
（

」。『
殉
教
者
の
鏡
』
の
初
版
は
一
六
六
〇
年
で
あ
り
、
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作
者
フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
は
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
の
メ
ノ
ー
派
教
会
の
長
老
で
あ
る
。
彼
は
初
代
教
会
か
ら
叙
述
を
開
始
し
、
再
洗
礼
派
に

つ
い
て
は
一
三
九
六
人
も
の
殉
教
記
録
を
集
め
た
。
そ
の
半
数
は
オ
ラ
ン
ダ
の
も
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
の
事
例
も
数
多
く

含
ま
れ
て
い
る
。
最
初
期
の
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
の
指
導
者
マ
ン
ツ
や
ザ
ト
ラ
ー
に
つ
い
て
は
と
く
に
詳
し
い
記
述
が
み
ら
れ
る（

32
（

。
な
お

ラ
ン
デ
ィ
ス
の
殉
教
は
、
処
刑
の
目
撃
者
の
証
言
記
録
を
も
と
に
す
で
に
一
六
二
二
年
に
ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
の
讃
美
歌
集
『
ア
ウ
ス

ブ
ン
ト
』（
一
五
六
四
年
初
版
）
の
題
材
に
な
っ
て
い
た
（
第
一
三
二
番
）。
そ
こ
に
は
『
殉
教
者
の
鏡
』
の
よ
う
な
、
救
済
の
道
の
複
数

性
に
関
す
る
認
識
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
歌
詞
が
あ
る
。「
学
識
あ
る
聖
職
者
が
つ
づ
け
て
尋
ね
た
／

ハ
ン
ス
・
ラ
ン
デ
ィ
ス
よ
、
お
ま
え
は
／
皆
を
赦
し
て
や
っ
た
か
と
／
彼
は
答
え
て
言
っ
た
／
私
は
い
つ
も
人
を
赦
し
て
き
た
と
／
そ

し
て
笑
顔
を
み
せ
な
が
ら
／
お
ま
え
の
こ
と
も
完
全
に
赦
し
た
と（

33
（

」。
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
信
仰
に
心
を
動
か
さ
れ
た
刑
吏
は
、
死
刑
執
行

後
に
涙
を
流
し
た
と
い
う
。
な
お
チ
ュ
ー
リ
ヒ
市
当
局
の
公
式
記
録
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
デ
ィ
ス
が
「
お
ま
え
の
こ
と
も
」
と
呼
び
か
け

た
の
は
刑
吏
に
対
し
て
で
あ
り
、
立
ち
会
い
の
聖
職
者
に
対
し
て
で
は
な
か
っ
た（

34
（

。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
は
、
ス
イ
ス

再
洗
礼
派
の
「
赦
し
」
の
精
神
が
示
さ
れ
て
お
り
、
読
者
（
会
衆
）
は
こ
の
長
い
讃
美
歌
を
歌
う
た
び
、
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
赦
し
の
精
神

を
学
び
、
そ
れ
が
異
宗
派
（
の
迫
害
者
）
の
心
さ
え
和
ら
げ
た
こ
と
を
胸
に
刻
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
再
洗
礼
派
は
聖
書
の
言
葉
と
り
わ
け

「
山
上
の
説
教
」
に
従
っ
て
憎
し
み
と
復
讐
を
戒
め
、
七
を
七
十
倍
す
る
ま
で
人
を
赦
し
、
敵
を
愛
し
、
迫
害
者
の
た
め
に
祈
る
こ
と

を
教
え
て
き
た
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
三
八
～
四
八
節
、
一
八
章
二
一
～
三
五
節
な
ど
）。
こ
の
こ
と
と
寛
容
思
想
の
形
成
、
異
宗

派
間
の
共
存
へ
の
意
志
、
救
済
の
道
の
複
数
性
の
認
識
と
は
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
ア
ウ
ス
ブ
ン
ト
』
を
歌
っ
た

再
洗
礼
派
は
、
敵
が
つ
ね
に
敵
に
と
ど
ま
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
デ
ィ
ス
を
処
刑
し
た
刑
吏
は
、
改
心
し
た
迫

害
者
の
モ
デ
ル
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
ベ
ル
ン
の
再
洗
礼
派
の
内
部
に
は
、
ア
マ
ン
の
出
現
以
前
か
ら
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
派
と
エ
メ
ン
タ
ー
ル
派
の
対
立
が
あ
っ
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た
と
い
う
。
後
者
は
ア
ー
ル
ガ
ウ
方
面
か
ら
や
っ
て
き
た
再
洗
礼
派
と
交
流
が
あ
り
、
そ
の
大
多
数
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
出
身
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
当
時
チ
ュ
ー
リ
ヒ
系
の
再
洗
礼
派
は
分
離
主
義
を
緩
め
て
お
り
、
そ
れ
が
も
と
で
一
六
七
〇
年
代
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
派
か

ら
破
門
さ
れ
た
指
導
者
も
い
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ン
ク
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
イ
ェ
ッ
カ
ー
が
最
近
の
研
究
の
な
か
で

明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
イ
ェ
ッ
カ
ー
は
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
系
の
再
洗
礼
派
は
「
共
鳴
者
」
と
親
し
く
交
わ
っ
た
ば
か
り
で
な

く
改
革
派
内
部
の
敬
虔
主
義
的
な
傾
向
を
も
つ
グ
ル
ー
プ
と
も
近
い
関
係
に
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る（

3（
（

。
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
出
現
は
、
変

化
し
つ
つ
あ
る
改
革
派
の
社
会
お
よ
び
改
革
派
信
徒
層
と
の
関
係
を
深
め
る
新
時
代
の
再
洗
礼
派
に
対
す
る
古
い
厳
格
派
の
対
抗
運
動

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
厳
格
派
も
、
ザ
ト
ラ
ー
の
時
代
と
は
違
い
、
妥
協
の
精
神
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ア

マ
ン
は
自
ら
の
「
寛
恕
」
の
不
足
を
認
め
、
自
分
で
自
分
を
破
門
し
て
悔
い
改
め
の
意
志
を
示
し
、
一
七
〇
〇
年
に
仲
間
た
ち
と
連
名

で
ア
ル
ザ
ス
か
ら
ス
イ
ス
に
手
紙
を
送
り
、
今
度
は
ラ
イ
ス
ト
派
に
「
寛
恕
」
を
求
め
た（

3（
（

。
し
か
し
ラ
イ
ス
ト
派
は
ア
マ
ン
派
と
の
協

働
は
現
実
的
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
、
話
し
合
い
の
提
案
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
不
幸
な
分
離
が
歴
史
的
に
固
定
化
さ

れ
、
ア
ー
ミ
シ
ュ
は
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
（
ス
イ
ス
・
メ
ノ
ー
派
）
と
は
別
の
宗
派
形
成
の
道
を
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
宗
派
的
対

立
は
、
い
わ
ゆ
る
国
家
教
会
の
間
に
だ
け
で
は
な
く
、
弱
小
宗
派
の
間
で
も
頻
発
し
て
お
り
、
ア
ー
ミ
シ
ュ
論
争
は
そ
の
一
例
で
あ

る
。
し
か
し
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
分
離
の
さ
い
に
物
理
的
な
抑
圧
や
流
血
は
伴
っ
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
の
側
も
非
暴
力
主
義
者
で
あ
り
、
復

讐
の
放
棄
と
赦
し
の
教
え
に
従
う
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
西
南
ド
イ
ツ
の
ア
ー
ミ
シ
ュ
と
メ
ノ
ー
派
の
間
に
は
し
ば
し
ば
信
徒

の
移
籍
が
み
ら
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
ア
ー
ミ
シ
ュ
は
、
一
八
世
紀
前
半
に
加
速
し
た
北
米
移
民
に
よ
っ
て
、
ま
た
メ
ノ
ー
派
と

の
合
同
な
ど
に
よ
っ
て
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
に
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
北
米
に
お
い
て
も
メ
ノ
ー
派
と
の
間
の
壁
は
低
く
、
移
籍
や

部
分
的
合
同
の
動
き
が
あ
ち
こ
ち
で
確
認
で
き
る（

3（
（

。
と
く
に
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
な
か
に
厳
格
な
忌
避
と
分
離
主
義
を
緩
和
す
る
グ
ル
ー
プ

が
生
ま
れ
る
と
、
メ
ノ
ー
派
と
の
対
立
点
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
ら
は
、
一
七
世
紀
末
ま
で
の
長
い
歴
史
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を
共
有
す
る
仲
間
で
あ
っ
た
。
な
お
ド
イ
ツ
語
の
『
ア
ウ
ス
ブ
ン
ト
』
を
現
在
も
使
い
、
印
刷
・
刊
行
を
続
け
て
い
る
の
は
北
米
の

ア
ー
ミ
シ
ュ
た
ち
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
の
メ
ノ
ー
派
は
新
し
い
讃
美
歌
を
用
い
て
い
る
）。
ア
ー
ミ
シ
ュ
は
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
と
袂

を
分
か
っ
た
が
、
そ
の
歴
史
の
直
接
の
継
承
者
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る（

3（
（

。

お
わ
り
に

　

再
洗
礼
派
の
思
想
を
総
覧
す
る
英
訳
史
料
集
を
編
ん
だ
ク
ラ
ー
セ
ン
は
、
異
宗
派
と
の
共
存
の
姿
勢
は
再
洗
礼
派
に
は
弱
か
っ
た
と

論
じ
、
彼
ら
も
近
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
や
正
統
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
指
導
者
た
ち
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

39
（

。
た
し
か
に

一
六
世
紀
は
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ク
ラ
ー
セ
ン
自
身
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ー
プ
マ
イ
ア
―

の
よ
う
に
一
五
二
〇
年
代
に
「
赦
し
」
の
神
学
と
寛
容
論
を
結
び
つ
け
て
展
開
す
る
再
洗
礼
派
指
導
者
も
い
た（

4（
（

。
ま
た
ハ
ン
ス
・
デ
ン

ク
は
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
を
指
摘
し
、
複
数
の
宗
派
の
共
存
ば
か
り
で
な
く
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
ム
ス
リ
ム
と
の
共
存
さ
え
求
め
て
い

た（
41
（

。
彼
ら
を
例
外
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
七
世
紀
末
の
ア
ー
ミ
シ
ュ
論
争
の
史
料
が
語
る
の
は
、「
共

鳴
者
」
と
の
関
係
の
な
か
で
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
が
育
ん
で
き
た
草
の
根
の
寛
容
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
と
万
人
の
救
い
の
可
能
性
を
説
く

神
学
と
の
接
合
で
あ
る
。
一
七
世
紀
に
は
ハ
ン
ス
・
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
殉
教
記
録
の
よ
う
に
「
救
済
の
道
の
複
数
性
」
の
認
識
を
語
る
史

料
も
あ
る
。
こ
の
認
識
の
形
成
過
程
と
共
有
範
囲
に
つ
い
て
は
一
六
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
近
世
は
宗
教
戦
争
の
時
代
で
あ
り
、
宗
教
的
迫
害
の
時
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
共
存
の
秩
序
が
模
索
さ
れ
、
た
と
え
ば

ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
宗
教
和
議
（
一
五
五
五
年
）
や
ナ
ン
ト
王
令
（
一
五
九
八
年
）
の
よ
う
な
共
存
体
制
が
築
か
れ
た
時
代
で
も
あ
る
。
再

洗
礼
派
や
そ
れ
に
近
い
ノ
ン
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
集
団
は
こ
れ
ら
の
体
制
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
が
、
独
立
後
の
オ
ラ
ン
ダ
、
モ
ラ
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ヴ
ィ
ア
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
で
は
容
認
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
野
で
観
察
す
れ
ば
再
洗
礼
派
も
た

ん
な
る
地
下
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
寛
容
と
共
存
を
国
家
教
会
に
要
求
し
、
か
つ
学
識
者
た
ち
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
図
っ
て
何
ら

か
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
勢
力
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
が
一
六
八
〇
年
代
に
『
寛
容
に
つ
い
て
の
書
簡
』

を
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
書
い
た
と
き
、
そ
の
周
辺
に
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
や
ベ
ル
ン
の
再
洗
礼
派
迫
害
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
奔
走
す
る
多
く

の
メ
ノ
ー
派
教
会
人
や
学
識
者
た
ち
が
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
、
稿
を
改
め
て
最
新
の
研
究
動
向
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
掘

り
下
げ
て
検
討
し
た
い
と
思
う（

42
（

。

　

と
こ
ろ
で
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
改
革
派
教
会
は
二
〇
〇
四
年
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
後
継
者
ブ
リ
ン
ガ
ー
の
生
誕
五
〇
〇
年
記
念
事
業
の
一

環
と
し
て
、
自
ら
の
負
の
歴
史
も
見
つ
め
な
お
し
、
迫
害
の
対
象
で
あ
っ
た
再
洗
礼
派
（
メ
ノ
ー
派
）
の
末
裔
た
ち
と
の
和
解
の
式
典

を
と
り
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
リ
ン
マ
ー
ト
河
畔
に
再
洗
礼
派
迫
害
の
事
実
を
刻
ん
だ
記
念
版
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ

に
は
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
・
マ
ン
ツ
や
ハ
ン
ス
・
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
除
幕
式
の
さ
い
に
は
ラ
ン
デ
ィ
ス
に
捧
げ
る

詩
が
朗
読
さ
れ
た
が
、
そ
の
朗
読
者
は
彼
の
一
四
代
目
の
子
孫
、
ア
メ
リ
カ
人
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ラ
ン
デ
ィ
ス
で
あ
っ
た（

43
（

。
大
西
洋
を
ま

た
ぐ
迫
害
と
寛
容
の
近
世
史
は
、
書
物
だ
け
で
な
く
生
き
た
人
間
が
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

（
1
） 

坂
井
信
生
『
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
文
化
と
社
会

─
機
械
文
明
に
背
を
向
け
る
ア
メ
リ
カ
人
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
三
年
）、
同
『
ア
ー
ミ
シ
ュ
研
究
』

（
教
文
館
、
一
九
七
七
年
）、
池
田
智
『
ア
メ
リ
カ
・
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
人
々

─
「
従
順
」
と
「
簡
素
」
の
文
化
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
九
年
）、

ド
ナ
ル
ド
・
B
・
ク
レ
イ
ビ
ル
『
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
謎

─
宗
教
・
社
会
・
生
活
』
杉
原
利
治
・
大
藪
千
穂
訳
（
論
創
社
、
一
九
九
六
年
）、
ク
レ
イ

ビ
ル
ほ
か
『
ア
ー
ミ
シ
ュ
の
赦
し
』
青
木
玲
訳
（
亜
紀
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）。
欧
文
で
はJ. A

. H
ostetler, A

m
ish Society, 4

th ed., Baltim
ore, 

M
D

, 1993 

が
基
本
文
献
で
あ
る
。
出
身
地
（
ス
イ
ス
）
を
意
識
し
た
論
考
と
し
て
はD

. Gratz, Bernese A
nabaptists and their A

m
erican 

D
escendants, Goshen, Indiana, 19（3

が
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
の
研
究
と
し
て
はK

. P. M
erk, D

ie A
m

ish People, Frankfurt a. M
./
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Bern/N
ew

 Y
ork 19（（

が
包
括
的
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
研
究
の
成
果
と
し
てA

ssociation Française d́
H

istoire A
nabaptiste-

M
ennonite 

（ed.

）, Les A
m

ish. origine et particularism
es 1（93-1993. A

ctes du colloque de Sainte-M
arie-aux-M

ines 19-21 août 
1993 ［

以
下Les A

m
ish

］, Ingersheim
 199（

も
参
照
。

（
2
） 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
（
宗
教
改
革
か
ら
啓
蒙
・
市
民
革
命
ま
で
）
の
時
代
と
し
て
の
特
徴
に
つ
い
て
は
J
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
（
鈴
木
直
志
訳
）「
平
和
な

き
近
世

─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
恒
常
的
戦
争
状
態
に
関
す
る
史
論
」
上
・
下
、『
桐
蔭
法
学
』
第
八
巻
二
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
八
～
二
五
五
頁
、
同
、

第
一
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
九
一
～
一
四
六
頁
、
渋
谷
聡
「
学
界
展
望
・
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
戦
争
と
国
家
形
成

─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
家
体
系
・
宗
派
化
・
戦
争
」『
西
洋
史
学
』
二
三
八
号
、
二
〇
一
〇
年
、
五
一
～
六
一
頁
、
拙
稿
「
宗
派
化
論

─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
の
キ
ー
コ

ン
セ
プ
ト
」『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
四
二
巻
三
・
四
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
九
～
一
五
八
頁
を
参
照
。

（
3
） A

BCM
S, T

rennungsbriefe, A
bschrift A

 und B. 

な
お
本
稿
で
はA

bschrift B

は
補
助
的
に
用
い
、
引
用
はA

bschrift A

か
ら
行
っ
た
。

こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
史
料
に
つ
い
て
は
以
下
を
用
い
る
。Eine Begebenheit, die sich in der M

ennoniten-Gem
einde in D

eutschland 
und in der Schw

eiz von 1（93 bis 1（（（ zugetragen hat, hg. v. J. Stucky, Bern 1（（1, N
achdruck: Baltic, O

hio, 19（（ 

［
以
下

Begebenheit

］; I. Zürcher 
（H
g.

）, D
ie A

m
m

ann-Reist K
ontroverse, in: Inform

ationsblätter 

（Schw
eizerische V

erein für 
T

äufergeschichte

）, H
eft. 1（ 

（19（（
）, S. 3-（4 

［
以
下Zürcher 

（H
g.

）, K
ontroverse

］. 

英
訳
と
し
て
は J. B. M

ast 

（ed.

）, T
he Letters of 

the A
m

ish D
ivision, Scottdale, PA

, 19（（; J. D
. Roth 

（ed.

）, Letters of the A
m

ish D
ivision: A

 Sourcebook, Goshen, Indiana, 1993. 

な
お
本
稿
の
引
用
文
中
に
出
て
く
る
［　

］
は
筆
者
の
挿
入
で
あ
る
。
聖
書
の
箇
所
を
示
す
場
合
は
『
新
共
同
訳
』
を
用
い
、
用
語
も
こ
れ
に
合
わ

せ
た
。

（
4
） D

. G. Lichdi, D
ie M

ennoniten in Geschichte und Gegenw
art. V

on der T
äuferbew

egung zur w
eltlichen Freikirche 

［
以
下

Lichdi, M
ennoniten

］, 2. A
ufl., Großburgw

edel 2（（4, S. 23（-242.

（
（
） 『
シ
ュ
ラ
イ
ト
ハ
イ
ム
信
仰
告
白
』
全
文
の
翻
訳
は
、
倉
塚
平
ほ
か
編
訳
『
宗
教
改
革
急
進
派
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
二
年
）、
一
六
七
～
一
八
八

頁
［
出
村
彰
に
よ
る
解
題
と
翻
訳
］。『
宗
教
改
革
著
作
集
８　

再
洗
礼
派
』（
教
文
館
、
一
九
九
一
年
）、
八
七
～
九
八
頁
も
見
よ
。
一
六
世
紀
の
印

刷
版
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
印
刷
し
て
現
代
ド
イ
ツ
語
訳
と
解
説
を
添
え
た
新
し
い
文
献
と
し
てD

as Schleitheim
er Bekenntnis 1（2（. Einleitung, 

Faksim
ile, Ü

bersetzung und K
om

m
entar, hg. v. U

. B. Leu und Chr. Scheidegger, Zug, 2（（4

が
あ
る
。
宗
教
改
革
時
代
の
チ
ュ
ー
リ

ヒ
の
再
洗
礼
派
運
動
全
体
に
つ
い
て
は
森
田
安
一
「
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
お
け
る
再
洗
礼
派
運
動
に
つ
い
て

─
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
主
義
に
よ
る
宗
教
改
革

の
一
側
面
」 『
史
学
雑
誌
』 

七
六
編
（
第
一
一
号
）、
一
～
四
〇
頁
、
出
村
彰
『
再
洗
礼
派

─
宗
教
改
革
時
代
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
た
ち
』（
日
本
基

督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
〇
年
）、
倉
塚
平
『
異
端
と
殉
教

─
宗
教
改
革
に
お
け
る
心
情
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
諸
形
態
』（
平
凡
社
、
一
九
七
二
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年
）
の
第
一
章
を
参
照
。
一
六
世
紀
ド
イ
ツ
の
再
洗
礼
派
に
関
す
る
新
し
い
個
別
研
究
と
し
て
早
川
朝
子
「
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
再
洗
礼
派　

一
五
二
六
～
一
五
二
八
年
」『
比
較
都
市
史
研
究
』
一
八
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）、
七
一
～
八
五
頁
、
渡
邊
伸
「﹁
希
望
の
都
市
﹂
と
領
域
教
会
政
策

─
再
洗
礼
派
と
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
」
前
川
和
也
編
『
空
間
と
移
動
の
社
会
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
三
三
三
～
三
六
四

頁
を
参
照
。

（
（
） 
拙
稿
「
再
洗
礼
派
運
動
と
農
民
戦
争
」『
史
潮
』
新
二
三
号
（
一
九
八
八
年
）、
八
九
～
一
〇
一
頁
、
拙
稿
「
再
洗
礼
派
運
動
と
農
民
戦
争

─
ミ
ヒ
ャ

エ
ル
・
ザ
ト
ラ
ー
の
場
合
」『
歴
史
学
研
究
』
六
二
六
号
（
一
九
九
一
年
）、
八
七
～
九
六
頁
を
参
照
。

（
（
） V

gl. G. Biesecker-M
ast, Seperation and the Sw

ord in A
nabaptist Persuation. Radical Confessional Rhetoric from

 Schleitheim
 

to D
ordrecht, T

elford, PA
, 2（（（, pp. 2（（-213. 

拙
稿
「
宗
教
改
革
急
進
派

─
そ
の
起
源
と
宗
派
化
の
諸
相
」
森
田
安
一
編
『
宗
教
改
革
の
連

携
と
断
絶
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
四
一
～
五
四
頁
も
参
照
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
事
件
に
つ
い
て
は
倉
塚
平
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
宗
教
改
革

─

再
洗
礼
派
千
年
王
国
へ
の
道
」
中
村
賢
二
郎
・
倉
塚
平
編
『
宗
教
改
革
と
都
市
』
刀
水
書
房
（
一
九
八
三
年
）、
二
六
〇
～
三
一
六
頁
を
、
宗
教
改
革

と
再
洗
礼
派
運
動
の
時
代
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
と
外
部
世
界
（
オ
ラ
ン
ダ
方
面
を
含
む
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
永
本
哲
也
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
宗
教
改

革
運
動
に
お
け
る
市
参
事
会
の
教
会
政
策
（
一
五
二
四
～
四
三
年
）

─
市
内
外
諸
勢
力
と
の
交
渉
分
析
を
通
じ
て
」『
歴
史
学
研
究
』
八
七
六
号

（
二
〇
一
一
年
）、
二
〇
～
三
六
頁
を
参
照
。
メ
ノ
ー
派
と
オ
ラ
ン
ダ
の
市
民
社
会
・
商
業
活
動
に
関
し
て
は
山
本
大
丙
「
近
世
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
の

メ
ノ
ー
派
商
人
」『
創
文
』
五
一
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）、
一
九
～
二
二
頁
を
見
よ
。

（
（
） 

個
別
の
事
例
に
つ
い
て
は
拙
著
『
改
宗
と
亡
命
の
社
会
史

─
近
世
ス
イ
ス
に
お
け
る
国
家
・
共
同
体
・
個
人
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）、

一
〇
七
頁
を
見
よ
。
な
お
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
フ
ッ
タ
ー
派
は
三
十
年
戦
争
時
代
に
皇
帝
軍
の
進
撃
を
契
機
に
大
迫
害
に
見
舞
わ
れ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ト

ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
経
て
一
九
世
紀
後
半
に
北
米
に
移
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
州
や
カ
ナ
ダ
の
マ
ニ
ト
バ
州
、

ア
ル
バ
ー
タ
州
な
ど
に
定
着
し
た
。
フ
ッ
タ
ー
派
の
歴
史
上
の
集
団
亡
命
は
、
移
住
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
に
よ
る
弾
圧
や
徴
兵
制

の
厳
格
な
実
施
に
起
因
す
る
。
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
フ
ッ
タ
ー
派
共
同
体
に
つ
い
て
は
田
中
真
造
「
フ
ッ
タ
ー
派
年
代
記
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
概
念
」『
摂
大
学

術
Ｂ　

人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
』
一
一
号
（
一
九
九
三
年
）、
四
九
～
六
四
頁
、
度
重
な
る
迫
害
と
亡
命
に
つ
い
て
は
榊
原
巌
『
殉
教
と
亡
命

─

フ
ッ
タ
ラ
イ
ト
の
四
百
五
十
年
』（
平
凡
社
、
一
九
六
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
9
） Lichdi, M

ennoniten, S. （（; J. W
. Low

ry, D
ocum

ents of Brotherly Love. D
utch M

ennonite A
id to Sw

iss A
nabaptists, vol. 1: 

1（3（-1（（9, M
illersburg, O

hio, 2（（（, pp. 1-22; C
hr. Scheidegger, T

äufergem
einde, hutterische M

issionale und 
schw

enckfeldische N
onkonform

isten bis 1（（（, in: D
ie Zürcher T

äufer 1（2（-1（（（, hg. v. U
. B. Leu und Chr. Scheidegger, 

Zürich 2（（（, S. 11（-1（4.
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（
1（
） V

gl. H
. U

. Pfister, D
ie A

usw
anderung der Zürcher T

äufer in der M
itte des 1（. Jahrhundert, in: D

ie Zürcher T
äufer 1（2（-

1（（（, S. 24（-2（（; M
. H

aas, D
ie Berner T

äufer in ihrem
 schw

eizerischen U
m

feld I: Gesellschaft und H
errschaft, in: D

ie 
W

ahrheit ist untötlich. Berer T
äufer in Geschichte und Gegenw

art, hg. v. R. D
ellsperger und H

. R. Lavater, Bern 2（（（, S. 
1-2（; I. Zürcher, D

ie A
lttäufer im

 Fürstbistum
 Basel 1（（（-1（9（, in: M

ennonitica H
elvetica, H

eft 1（/1（ （1992/1993

）, S. （-112.

（
11
） H

. Jecker, D
ordrechter Bekenntnis und die A

m
ische Spaltung, in: Les A

m
ish, pp. 2（2-22（.

（
12
） V

gl. U
. H

ostettler, D
er Rebell vom

 Eggiw
il. A

ufstand der Em
m

entaler, Bern 1991; U
. Berger, D

er Lebensw
eg des T

äufers 
und Schärers U

lrich Galli Senior aus dem
 Eggiw

il, in: M
ennonitica H

elvetica, H
eft 32/33 

（2（（9/2（1（

）, S. 1（9-234. 

再
洗
礼
派
を

匿
っ
た
農
民
が
罰
金
を
課
さ
れ
る
例
は
一
六
世
紀
前
半
か
ら
あ
る
。V

gl. Q
uellen zur Geschichte der T

äufer in der Schw
eiz, Bd. 3: 

A
argau-Bern-Solothurn, hg. v. M

. H
aas, Zürich 2（（（, S. 4（2 N

r. 9（（. 

こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
の
一
五
四
三
・
四
四
年
の
例
で
あ
る

が
、
こ
の
地
は
一
五
二
八
年
に
都
市
ベ
ル
ン
に
対
す
る
反
乱
の
舞
台
に
な
っ
て
い
た
。V

gl. auch Ebd., S. 4（3 N
r. 9（（.

（
13
） M

. Rediger und E. Rötlisberger （H
g.

）, T
äuferführer der Schw

eiz, Langnau i. E. 2（（（, S. 42.

（
14
） V

gl. U
. B. Leu, T

äuferische N
etzw

erke in der Eidgenossenschaft, in: Grenze des T
äufertum

s, hg. v. A
. Schubert et al., Göttin-

gen 2（（9, S. 1（（-1（9; P. Räisänen, K
etzer im

 D
orf. V

isitationsverfahren, T
äuferbekäm

pfung und lokale H
andlungsm

uster im
 

frühneuzeitlichen W
ürttem

berg, K
onstanz 2（11, S. 13（-139.

（
1（
） 

坂
井
『
ア
ー
ミ
シ
ュ
研
究
』、
三
五
～
七
一
頁
。
新
し
い
史
料
を
用
い
な
が
ら
ア
マ
ン
の
出
自
、
再
洗
礼
主
義
へ
の
改
宗
、
ア
ル
ザ
ス
亡
命
、
ス
イ
ス

訪
問
を
詳
細
に
論
じ
た
研
究
と
し
てRobert Baecher, Jacob A

m
m

an, sa biographie precise, in: Souvenance A
nabaptiste 19 

（2（（（

）, 
pp. 4（-（（

を
参
照
。

（
1（
） 

坂
井
、
前
掲
書
の
第
一
章
全
体
を
見
よ
。

（
1（
） A

BCM
S, T

rennungsbriefe, A
bschrift A

, S. 2.: ‚‚D
o hat der Y

agi A
m

en den N
iclaus Balzli von H

absteten dorthin laßen kom
-

m
en und hat in angeret, er spräche den treüherzigen die säligkeit zu, do hat der N

iclaus Balzli zur antw
ort gäben, er w

üße 
nütt daruon, w

an es aber m
öchte geschächen sein, w

ie er aber darvon w
üße, so spräche er um

 gedult an. Er m
öge es 

Gottes gnad und barm
herzigkeit w

oll überlassen. „ V
gl. Zürcher （H

g.

）, K
ontroverse, S. 2（.

（
1（
） Begebenheit, S. （2f.: ‚‚O

b sie sich schon trösten und sagen: ich w
ill den From

m
en Gutes thun und W

arm
herzigkeit erzeigen, 

denn selig sind die Barm
herzigen, denn sie w

erden Barm
herzigkeit erlangen. Jeden w

er einn Propheten aufnim
m

t in eines 
Propheten N

am
en, der w

ird einen Propheten Lohn em
pfangen. Jeder w

er eines von diesen Geringsten m
it einem

 Becher 
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kaltes W

asser tränkt, dem
 w

ird es nicht unbelohnt bleiben. M
it solchen Schriften trösten sie die treuherzigen M

enschen, 
und sagen ihnen die Seligkeit zu, und gedenken nicht w

as der heilige Paulus sagt: W
enn ich m

it M
enschen- und Engel-

Zungen reden könnte und hätte die Liebe nicht, so w
äre ich w

ie ein tönend Erz, und klingende Schelle. U
nd w

ann ich alle 
m

eine H
abe den A

rm
en geben und hätte die Liebe nicht, so w

äre es m
ir nichts nütze. 

［
…
］ A

ber unser W
iderpart

［ei

］ w
ill 

ohne diese christliche O
rdnung, ohne K

reuz, ohne T
rübsal, dessen die heilige Schrift voll ist, denn die treuherzigen 

M
enschen durch einen andern W

eg in der him
m

lische Schafstall führen, darum
 sagen w

ir und bezeugen m
it Gottes W

ort, 
daß solche D

ieb und M
örder sund, die m

it ihrer falscher Lehr die arm
en Seelen ihnen das ew

ige Leben berauben, den 
solches ist nicht nach Lehr Christi und seiner A

posteln, sondern nach der W
eise der falschen Propheten und betrüglicher 

A
rbeiter, von w

elchen w
ir uns abscheiden sollen. „

（
19
） Ebd., S. （（f.: ‚‚O

hne den w
ahren seligm

achenden Glauben ist es unm
öglich daß Einer Gott gefallen kann, w

er aber 
denselbigen hat von Gott em

pfangen, der w
ird sich, ohne alles W

iderschreien taufen lassen, sonst kann es kein rechter 
Glauben sein.

［
…
］ Christus spricht: W

er m
ein Jünger w

ill sein, der nehm
e sein K

reuz auf sich und folge m
ir nach, denn 

w
er nicht allen absagt das er hat, kann nicht m

ein Jünger sein. W
er nicht verlassen m

ag H
aus, H

of oder V
ater und M

utter, 
W

eib und K
inder, um

 m
eint w

illen, kann Christi Jünger nicht sein. „

（
2（
） 

ベ
ル
ン
市
当
局
は
一
八
世
紀
前
半
に
な
っ
て
も
そ
の
『
大
道
徳
令
』
の
な
か
で
「
救
い
を
も
た
ら
す
唯
一
の
宗
教
」
を
信
じ
な
い
者
を
領
内
に
住
ま

せ
な
い
方
針
を
繰
り
返
し
布
告
し
て
い
た
。V

gl. D
as Grosse M

andat der Statt Bern, w
ider allerhand im

 Schw
ang gehende laster, 

1（1（, S. 19.

（
21
） A

BCM
S, T

rennungsbriefe, A
bschrift A

, S. 1（f.: ‚‚Ich Jacob A
m

en m
it sam

t dieneren und eltesten deren zw
ölf sind, ist unser 

dichten und trachten und das nach ynhalb Gottes w
ort, das Bänz Schneider und der H

ans im
 W

iler, das sie dän glauben nit 
m

it uns bekenen w
öllen, so söllen sie alles secktische m

enschen aus der kristlichen kirchen und gem
ein G

ottes 
ausgeschlossen und gebanet sein. „ V

gl. Zürcher （H
g.

）, K
ontroverse, S. 3（.

（
22
） A
BCM

S, T
rennungsbriefe, A

bschrift A
, S. 4f. : ‚‚D

a ist der Y
agi A

m
en fast entrüset w

orden und hat grad daß selbig m
all 

den H
üsli H

ans in den ban gethan alls ein sektischen hat und noch andere sechs diener auch in den bann gethan und sind 
auch dasselbig m

all vil Brüder und Schw
esteren da gew

äsen, die haben w
as angehalten und gebätten, er sölle doch gedult 

haben. A
uch ist alldort eine Schw

ester gew
äsen, die auf ire kneü nider gefallen und in gebäten, er sölle doch gedult haben, 
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aber da hat es alles nicht gehulfen. „ V
gl. Zürcher （H

g.

）, K
ontroverse, S. 2（.

（
23
） Zürcher 

（H
g.

）‚ K
ontroverse, S. 2（: ‚‚W

ir bätten dich du heiliger V
atter, für alle M

enschen, so gern w
ölten deinen W

illen 
thun, H

err Gott gib ihnen die Gnad, dass sie dich von H
erzen lieben können, dich förchten und deine Gebott halten, und 

bitten dich heiliger V
atter, für alle M

enschen, die uns vil Gutes anthun m
it Speiss und T

ranck, m
it H

auss und H
erberg und 

grosse Lieb und T
rew

 erzeigen und bew
eisen, H

Err GO
tt biss ihren reichen Belohner hier zeitlich und im

 ew
igen Leben. „

（
24
） Cf. Roth （ed.

）, Letters of A
m

ish D
ivision, p. 1（（, n. 4. 

（
2（
） Zürcher （H

g.
）, K

ontroverse, S. 24.

（
2（
） Güldene A

epfel in Silbernen Schalen, Efrata, PA
, 1（4（, N

achdruck: W
alnat Creek, O

hio, 199（, S. 3（（f. : ‚‚W
enn aber jem

and 
w

äre, der einen diebischen, ehebrecherischen, m
örderischen Glauben hätte, nem

lich, der ihm
 stehlen, m

orden, ehebrechen, 
und dergleichen Greuel frey m

achete in seinem
 Glauben, den darff ich auß Forchten GO

ttes nicht w
eiter vertheidigen oder 

auch verurtheilen, richten oder verdam
m

en. „

（
2（
） Cf. Golden A

pples in Silver Bow
ls. T

he Rediscovery of Redeem
ing Love, translated by E. Bender and L. Gross, Lancaster, 

PA
, 1999, Introduction, pp. 1-3（.

（
2（
） 

拙
稿
「
バ
ル
タ
ザ
ル
・
フ
ー
プ
マ
イ
ア
ー
の
寛
容
論
」『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
三
〇
巻
二
・
三
号
（
一
九
九
九
年
）、
一
六
頁
を
参
照
。

（
29
） V

gl. Güldene A
epfel, S. 3（（.

（
3（
） Cf. Golden A

pples, p. 19.

（
31
） D

er blutige Schau-Platz; oder M
artyrer-Spiegel der T

aufs-Gesinnten oder w
ehrlosen Christen, die um

 das Zeugnus Jesu 
ihres Seligm

achers w
illen gelitten haben, und seynd getödtet w

orden, von Christi Zeit an bis auf das Jahr 1（（（; V
orm

als aus 
unterschiedlichen glaubw

ürdigen Chronicken, N
achrichten und Zeugnissen gesam

m
let und in H

olländischer Sprach 
herausgegeben von T

. J. v. Braght. N
achw

ärts von der Brüderschaft zu Ephrata in Pensylvanien ins D
eutsche gebracht und 

daselbst gedruckt w
orden, A

nno 1（4（. N
unm

ehro von etlichen der Brüderschaft nach obiger U
ebersetzung und D

ruck aufs 
neue zum

 D
ruck besördert, Pirm

asens 1（（（ 

［
以
下M

artyrer-Spiegel

と
略
す
］, Zw

eyter T
heil, S. （9（: ‚‚A

ber es scheint w
ohl, 

daß denselben noch eine D
ecke vor dem

 H
erzen hanget, 

［
…
］ daß sie dieses nicht verstehen können, oder daß der w

ütende 
Eifer ihr H

erz noch also blutig entzündet hat, daß sie es nicht können leiden, daß jem
and den H

im
m

elsw
eg auf eine andere 

W
eise bew

andele, als eben w
ie sie sich denselben haben vergenom

m
en, und auch also w

ollen einen jeden zw
ingen ihn also 
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zu bew

andeln, w
ie m

an noch hat gesehen in dem
 vergangenen Jahr 1（14 zu Zürich in der Schw

eiz. „

（
32
） M

artyrer-Spiegel, Zw
eyter T

heil, S. 1（-23.
（
33
） A

usbund, das ist: Etliche schöne christliche Lieder, w
ie sie in dem

 Gefängnis zu Passau in dem
 Schloss von den Schw

eizer-
Brüdern und von anderen rechtgläubigen Christen hin und her gedichtet w

orden: allen und jeden Christen, w
elcher 

Religion sie seien, unpartheiisch sehr nützlich: nebst einem
 A

nhang von sechs Liedern, 13. A
ufl., Lancaster County, PA

, 19（（, 
S. （（9f. : ‚‚D

ie Gelehrten fragten w
eiter an:/ H

ans Landis, hast du jederm
ann/ V

erziehen und vergeben?/ Er sprach, he ja zu 
aller Stund,/ U

nd auch euch m
it lachendem

 M
und,/ H

ab er gänzlich vergeben. „ V
gl. auch Ebd., S. （（2.

（
34
） Staatsarchiv Zürich, E I （.4, N

r. （2: ‚‚Ja allen m
äntschen han ich verzigen und vergen und hat den nachrichter angluoget und 

hat gseit, ja allen han ich versigen und vergen, und eüch auch. „ V
gl. J. W

. Low
ry 

（ed.

）, H
ans Landis. Sw

iss A
nabaptist 

M
artyr in Seventeenth Century D

ocum
ents, M

illersburg, O
hio, 2（（3, p. 14（.

（
3（
） V

gl., H
. Jecker, H

einrich Funck. 

„der M
ann, den sie gebrandm

arkt haben, „ oder: W
as hat das Zürcher T

äufertum
 m

it der 
Entstehung des A

m
ischen zu tun? in: Zürcher T

äufer 1（2（-1（（, S. 2（（-313.

（
3（
） A

BCM
S, T

rennungsbriefe, A
bschrift A

, S. （（f. V
gl. Zürcher （H

g.

）, K
ontroverse, S. （（.

（
3（
） Lidchdi, M

ennointen, S. 1（（, 311.

（
3（
） 『
ア
ウ
ス
ブ
ン
ト
』
の
第
五
番
か
ら
七
番
ま
で
は
イ
ェ
ル
ク
・
ブ
ラ
ウ
ロ
ッ
ク
、
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
・
マ
ン
ツ
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ザ
ト
ラ
ー
ら
一
六
世
紀

前
半
の
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
指
導
者
の
讃
美
歌
で
あ
る
。A

usbund, S. 3（-4（.

（
39
） W

. K
laasen （ed.

）, A
nabaptism

 in O
utline, Scottdale, PA

, 19（1, pp, 29（f.

（
4（
） 

前
掲
の
拙
稿
「
バ
ル
タ
ザ
ル
・
フ
ー
プ
マ
イ
ア
ー
の
寛
容
論
」
を
参
照
。

（
41
） W

. Fellm
ann （H

g.

）, H
ans D

enck Schriften, T
eil 3: Exegetische Schriften, Gedichte und Briefe, Gütersloh 19（（, S. （（.

（
42
） 

近
世
の
宗
教
的
迫
害
と
寛
容
の
問
題
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
的
・
世
界
史
的
視
野
を
得
る
に
は
、
カ
メ
ン
『
寛
容
思
想
の
系
譜
』
成
瀬
治
訳
（
平

凡
社
、
一
九
七
〇
年
）
や
深
沢
克
巳
「
他
者
の
受
容
と
排
除
を
め
ぐ
る
比
較
宗
教
史

─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
視
点
か
ら
」
深
沢
編
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸

宗
教
の
関
係
史
論

─
他
者
の
受
容
、
他
者
の
排
除
』（
勉
誠
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
三
～
四
七
頁
が
示
唆
的
で
あ
る
。
再
洗
礼
派
な
ど
の
ノ

ン
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
を
受
容
し
た
個
別
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
桜
田
美
津
夫
「
オ
ラ
ン
ダ
の
建
国
と
宗
教
的
寛
容
」『
歴
史
学
研
究
』
八
〇
八
号

（
二
〇
〇
五
年
）、
四
八
～
五
八
頁
、
薩
摩
秀
登
「
も
う
一
つ
の
「
フ
ス
派
の
国
」

─
近
世
初
頭
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
宗
教
事
情
」『
歴
史
学
研
究
』

八
〇
八
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
三
八
～
四
七
頁
、
小
山
哲
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
成
立

─
一
六
世
紀
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
的
寛
容
の
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法
的
基
盤
」『
史
林
』
七
三
巻
五
号
（
一
九
九
〇
年
）、
七
二
二
～
七
五
七
頁
を
参
照
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
が
再
洗
礼
派
迫
害
問
題
を
知
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
はJ. D

. Bangs 

（ed.

）, Letters of T
oleration. D

utch A
id to persecuted Sw

iss and Palatinate M
ennonites 1（1（-1（99, 

Rockport, M
aine, 2（（4, Introduction, pp, （（-（（.

（
43
） P. D

ettw
iler, V

ersöhnung der Erinnerungen, in: Gem
einsam

es Erbe. Reform
ierte und T

äufer im
 D

ialog, hg. v. M
. Baum

ann, 
Zürich 2（（4, S. 1（f.

　

※
本
稿
は
筆
者
が
平
成
二
四
年
度
武
蔵
大
学
特
別
研
究
員
と
し
て
同
年
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
ス
イ
ス
と
ド
イ
ツ
で
行
っ
た
研
究
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
。




