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は
じ
め
に

歴
史
研
究
は
数
百
年
前
の
事
件
や
人
物
を
扱
う
場
合
に
も
現
代
史
的
な
考
察
を
必
要
と
す
る
。
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
議
論
の

対
象
と
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
事
象
に
は
、
し
ば
し
ば
あ
る
時
代
の
価
値
観
が
新
た
に
投
影
さ
れ
、
史
実
と
の
乖
離
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
歴
史
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
、
記
念
日
や
記
念
行
事
が
存
在
す
る
よ
う
な
大
事
件
や
大
人
物
の
場
合
、
と
く
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
記
録
や
記
念
の
行
為
は
、
た
と
え
公
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
の
事
件
の
実
像
や
全
体
像
の
価
値
自
由
な
再
確
認
を
意
図
し
て

い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
特
定
の
立
場
や
信
条
を
守
り
、
ま
た
広
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー

の
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
は
、
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
は
昨
年
、
二
〇
一
七
年
に
五
百
周
年
を
迎
え
、
現
地
で
は
巨
額
の

公
費
が
投
じ
ら
れ
て
多
種
多
様
な
記
念
行
事
が
催
さ
れ
た
。
全
体
と
し
て
は
伝
統
的
な
宗
教
改
革
の
歴
史
像
の
再
生
を
試
み
る
傾
向
が
強

1
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か
っ
た
が
、
新
し
い
理
解
を
積
極
的
に
提
唱
す
る
人
た
ち
も
い
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
ド
イ
ツ
で
の
主
要
な
行
事
と
り
わ
け
歴
史
関
係
の

企
画
展
を
手
が
か
り
に
、
そ
れ
ら
と
新
し
い
研
究
の
動
向
を
つ
き
あ
わ
せ
な
が
ら
、
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
お
よ
び
宗
教
改
革
後
の

世
界
に
関
す
る
歴
史
研
究
の
問
題
点
と
課
題
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　

一
、
百
年
ご
と
の
記
念
祭

ド
イ
ツ
宗
教
改
革
の
歴
史
像
は
、
そ
の
記
念
日
と
記
念
企
画
─
─
と
り
わ
け
百
年
ご
と
の
大
き
な
事
業
─
─
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
で

創
ら
れ
、受
け
継
が
れ
て
き
た
。
そ
の
最
初
の
舞
台
は
ル
タ
ー
が
改
革
の
狼
煙
を
あ
げ
た
ザ
ク
セ
ン
の
都
市
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。

こ
の
地
の
ル
タ
ー
派
教
会
は
一
六
一
七
年
三
月
、
ル
タ
ー
が
「
九
五
箇
条
の
論
題
」
を
発
表
し
て
百
年
た
つ
そ
の
年
を
「
ル
タ
ー
の
聖
年

iubileus Lutheranus

」
と
呼
び
、
一
〇
月
三
一
日
に
祝
賀
行
事
を
行
う
許
可
を
ド
レ
ス
デ
ン
に
あ
る
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
領
の
中
央
宗
務

局
に
求
め
、
承
認
を
受
け
た
。
他
の
地
域
の
ル
タ
ー
派
教
会
も
こ
れ
に
な
ら
っ
た
。
し
か
し
「
聖
年
」
と
は
、
そ
も
そ
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
が
五
〇
年
あ
る
い
は
二
五
年
に
一
度
と
定
め
て
い
た
「
罪
の
赦
し
」
の
年
の
名
称
で
あ
り
、
信
徒
た
ち
に
全
贖
宥
（
大
赦
）
を
与
え
る

機
会
で
あ
っ
た）

1
（

。
ル
タ
ー
派
教
会
が
あ
え
て
こ
の
言
葉
を
選
ん
だ
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
強
い
対
抗
意
識
ゆ
え
で
あ
る
。
ル

タ
ー
派
の
指
導
者
た
ち
は
、
人
間
の
善
行
で
は
な
く
神
の
恩
寵
お
よ
び
恩
寵
へ
の
応
答
と
し
て
の
信
仰
だ
け
が
罪
の
赦
し
と
魂
の
救
済
を

も
た
ら
す
と
い
う
宗
教
改
革
者
の
教
え
の
百
周
年
こ
そ
「
聖
年
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
と
宣
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に

と
っ
て
そ
れ
は
挑
発
で
あ
り
、
冒
涜
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
対
抗
措
置
と
し
て
、
本
来
は
一
六
二
五
年
の
は
ず
の
次
の
聖
年
を

一
六
一
七
年
に
開
始
す
る
と
宣
言
し
た）

（
（

。

ド
イ
ツ
宗
教
改
革
百
周
年
は
三
十
年
戦
争
の
前
夜
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
宗
教
的
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い

（
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の
は
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
ヨ
ハ
ン
・
ゲ
オ
ル
ク
一
世
が
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
派
地
域
に
お
い
て
ひ
ろ
く
祝
賀
行
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
、

そ
れ
ま
で
彼
と
対
立
し
て
き
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
五
世
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
共
通
の
根
を
強
調
し
て

記
念
祭
を
計
画
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
君
主
た
ち
の
力
に
よ
っ
て
宗
教
改
革
記
念
の
祝
賀
ム
ー
ド
は
ド
イ
ツ
各
地
の
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
地
域
に
波
及
し
、
後
々
の
「
国
民
的
行
事
」
の
基
礎
が
築
か
れ
た
。
た
だ
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
人
に
と
っ
て
百
周
年
記
念
の
焦

点
は
い
ま
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
と
の
対
決
に
あ
り
、
ド
イ
ツ
（
人
）
の
一
致
や
団
結
は
二
の
次
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
百
周
年
の
段
階
で

は
、
ル
タ
ー
が
勇
ま
し
く
ハ
ン
マ
ー
を
ふ
り
か
ざ
し
て
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
城
教
会
に
「
九
五
箇
条
」
を
打
ち
つ
け
る
図
像
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
一
七
世
紀
初
頭
に
ド
レ
ス
デ
ン
で
成
立
し
た
ら
し
い
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
賢
侯
の
夢
」
と
題
す
る
説
話
を
図
像
化
し
た
銅
版
画

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
、
煉
獄
の
魂
の
救
い
の
た
め
に
は
何
が
必
要
か
、
思
い
悩
み
な
が
ら
床
に
つ
い
た
賢
侯
の
夢
の
な
か

で
、
使
徒
ペ
テ
ロ
の
実
の
息
子
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
城
教
会
の
扉
に
羽
根
ペ
ン
を
使
っ
て
何
か
を
大
き
な
文
字
で
書
き
つ
け
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
銅
版
画
の
作
者
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
画
家
コ
ン
ラ
ー
ト
・
グ
レ
ー
レ
で
、製
作
年
は
一
六
一
七
年
で
あ
る
。
画
中
の
「
使

徒
ペ
テ
ロ
の
実
の
息
子
」
は
修
道
服
を
身
に
ま
と
っ
た
ル
タ
ー
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
「
神
の
使
い
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
り
、
人

間
的
な
意
志
の
力
や
勇
敢
さ
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
タ
イ
プ
の
図
像
が
大
衆
的
な
人
気
を
博
し
た
形
跡
は
な
い）

（
（

。

一
七
一
七
年
の
宗
教
改
革
二
百
周
年
は
、あ
ろ
う
こ
と
か
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
が
そ
の
二
〇
年
前
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
て
い
た
た
め
、

控
え
目
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
く
芸
術
家
も
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
一
七
世
紀
末

に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
出
版
業
者
・
銅
版
画
家
ク
リ
ス
ト
ー
フ
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
が
『
世
界
史
図
説
』
と
い
う
書
物
の
な
か
に
「
九
五
箇
条
」

の
掲
出
場
面
を
描
い
た
小
作
品
を
掲
載
し
て
い
た
。
こ
の
銅
版
画
に
は
「
聖
な
る
改
革
の
始
ま
り Reform

ationis sacrae initia

」
と

い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
い
て
い
る
。
た
だ
し
「
九
五
箇
条
」
を
掲
出
し
て
い
る
の
は
ル
タ
ー
の
助
手
ら
し
き
人
物
で
あ
り
、
ル
タ
ー
自

身
は
教
会
の
前
を
歩
く
人
々
に
顔
を
向
け
て
手
招
き
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
以
後
、「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
の
図
案
は
増
え
て
い
く
が
、

（
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一
七
一
七
年
の
宗
教
改
革
二
百
周
年
記
念
の
さ
い
に
は
ま
だ
い
く
つ
か
の
記
念
コ
イ
ン
に
使
わ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
注
目
度
は
高
く

な
い
。
も
っ
と
も
、
ル
タ
ー
自
身
が
ハ
ン
マ
ー
を
持
つ
デ
ザ
イ
ン
が
出
現
し
た
の
は
こ
の
年
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
種
の
発
展
は
み
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
宗
教
改
革
的
行
為
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
描
い
た
図
像
と
し
て
は
、
ル
タ
ー
が
一
五
二
〇
年
に
教
皇
の
破
門
予
告
状
を

学
生
た
ち
と
一
緒
に
焼
き
払
う
場
面
や
、
一
五
二
一
年
に
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
で
「
我
こ
こ
に
立
つ
」
の
名
言
と
と
も
に
自
説
の
撤

回
を
拒
む
場
面
が
好
ま
れ
た
。
そ
れ
ら
は
教
皇
も
皇
帝
も
恐
れ
る
こ
と
な
く
断
固
と
し
て
改
革
を
推
進
し
て
い
た
時
期
の
ル
タ
ー
を
描
い

た
も
の
で
あ
る）

（
（

。

と
こ
ろ
で
ル
タ
ー
は
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
メ
ー
ザ
ー
や
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
ゲ
ー
テ
な
ど
に
よ
っ
て
民
衆
を

古
い
迷
信
と
圧
政
か
ら
解
放
す
る
「
自
由
」
の
推
進
者
と
し
て
讃
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
教
会
の
権
威
と
悪

弊
を
批
判
す
る
「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
に
は
啓
蒙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
性
格
が
付
与
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
も
ル
タ
ー
を
評
価

す
る
動
き
が
広
が
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
も
ル
タ
ー
の
歴
史
的
役
割
を
認
め
る
識
者
た
ち
が
登
場
す
る
。
か
く
し
て

「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
に
は
新
た
な
意
味
が
加
わ
り
、
一
九
世
紀
を
迎
え
る
の
で
あ
る）

（
（

。

一
八
一
七
年
の
三
百
周
年
記
念
祭
は
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
の
「
政
治
化
」
を
加
速
化
さ
せ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
ル
タ
ー
像

を
確
立
さ
せ
る
契
機
に
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
民
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
を
撃
破
し
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
戦
い
の
記
念
日
（
一
〇
月
一
六

～
一
九
日
）
か
ら
宗
教
改
革
記
念
日
に
か
け
て
、
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
若
者
た
ち
が
ル
タ
ー
ゆ
か
り
の
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
に
結
集

し
た
。
彼
ら
は
祖
国
ド
イ
ツ
の
統
一
と
自
由
主
義
的
な
改
革
を
求
め
、
讃
美
歌
「
い
ざ
、
も
ろ
び
と
神
に
感
謝
せ
よ
」
を
熱
唱
し
た
。
こ

の
学
生
た
ち
は
ル
タ
ー
を
自
由
の
唱
道
者
に
し
て
「
ド
イ
ツ
」
の
英
雄
と
み
な
し
、
多
く
の
人
々
に
大
き
な
感
銘
を
与
え
た）

（
（

。

そ
の
こ
ろ
ま
で
に
ル
タ
ー
の
図
像
は
バ
ロ
ッ
ク
と
古
典
主
義
の
両
方
か
ら
影
響
を
受
け
、
画
家
た
ち
は
新
種
の
聖
人
崇
敬
を
連
想
さ
せ

る
表
現
さ
え
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
典
型
例
は
、
光
背
を
伴
う
ル
タ
ー
に
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
棕
櫚
の
枝
（
勝
利
の
シ
ン
ボ
ル
）

（
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を
与
え
る
祭
壇
画
風
の
連
画
「
ル
タ
ー
の
栄
光
」（
一
八
〇
六
年
）
で
あ
る
。
作
者
ヨ
ハ
ン
・
Ｅ
・
フ
ン
メ
ル
は
ベ
ル
リ
ン
で
活
躍
し
た

画
家
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
属
し
て
い
た
。
フ
ン
メ
ル
は
「
九
五
箇
条
の
論
題
を
掲
出
す
る
ル
タ
ー
」（
一
八
〇
六
年
、

銅
版
画
）
も
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
な
か
で
は
助
手
が
梯
子
を
使
っ
て
「
九
五
箇
条
」
を
教
会
の
扉
に
ハ
ン
マ
ー
で
打
ち
つ
け
、

ル
タ
ー
は
そ
れ
を
指
さ
し
な
が
ら
、
集
ま
っ
た
人
た
ち
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
不
屈
の
意
志
を
も
っ
た
民
衆
の
指
導
者
と
し
て
の
ル

タ
ー
を
印
象
づ
け
る
図
像
で
あ
る）

（
（

。

「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
を
宗
教
改
革
開
始
の
歴
史
的
瞬
間
と
し
て
強
調
す
る
傾
向
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
生
ま
れ
た
の

で
あ
り
、「
祖
国
ド
イ
ツ
」
の
導
き
手
と
し
て
の
ル
タ
ー
像
も
同
じ
時
代
に
創
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
「
九
五
箇
条
」
に
は
い
ま

だ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
で
な
い
要
素
が
多
分
に
あ
る
。
た
と
え
ば
ル
タ
ー
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
威
と
教
会
法
の
有
効
性
を
認
め
、
中
世
カ

ト
リ
ッ
ク
神
学
に
掉
さ
す
「
煉
獄
」
の
存
在
も
前
提
条
件
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
人
（
す
な
わ
ち

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
隠
修
士
会
の
構
成
員
に
し
て
神
学
教
授
）
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
内
部
的
改
革
を
求
め
て
い
る
の
だ
が）

（
（

、
一
九

世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
教
科
書
的
イ
メ
ー
ジ
を
修
正
す
る
力
の
あ
る
研
究
者
は
い
な
い
。「
恩
寵
の
み
」「
信
仰
の
み
」「
聖
書
の
み
」
と
い

う
宗
教
改
革
神
学
の
開
花
は
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
改
革
三
大
文
書
」（
一
五
二
〇
年
）
以
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
も
な
お
、
劇

的
か
つ
英
雄
的
な
行
為
（
の
ひ
と
つ
）
が
宗
教
改
革
の
始
ま
り
と
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
な
お
ル
タ
ー
が
聖
書
研
究
の
過
程
で
信
仰
に
よ

る
義
認
を
確
信
し
た
と
い
う
「
塔
の
体
験
」
は
「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
よ
り
前
だ
と
も
後
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
年
月
日
は
不
詳
で
あ

る
。
宗
教
改
革
は
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
、
厳
密
に
い
え
ば
不
明
な
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
世
界
史
的
事
件
と
し
て
の
宗
教
改
革

は
「
書
斎
の
中
」
で
始
ま
っ
た
と
表
現
す
る
学
者
も
い
る）

（
（

。

（
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二
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
―
―
宗
教
改
革
の
記
憶
の
場

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
の
震
源
地
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
は
大
き
な
変
化
を
被
っ
て
い
た
。
七
年
戦
争

中
の
一
七
五
六
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
っ
て
、
一
七
六
〇
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
よ
っ
て
攻
略
さ
れ
、
城
教
会
は
崩
れ
て
木
製
の
古
い
扉

も
焼
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
（
当
時
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
に
つ
い
て
参
戦
し
て
い
た
。
選
帝
侯
家
は
一
七
世
紀
の
末
、
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
二
世
の
時
代
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
位
を
得
る
た
め
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
て
お
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
密

接
な
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
）。
そ
の
後
一
八
一
五
年
、
ま
た
も
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
が
や
っ
て
く
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
王
は
ナ
ポ
レ

オ
ン
に
追
従
し
た
「
ザ
ク
セ
ン
王
」
か
ら
領
土
の
半
分
を
奪
っ
た
の
だ
が
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
の
領
土
に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
う

し
て
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
は
ベ
ル
リ
ン
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
歴
史
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
一
八
五
三
年
、『
ア
ン
ク

ル
ト
ム
の
小
屋
』
で
有
名
な
ア
メ
リ
カ
の
ス
ト
ー
夫
人
が
ド
イ
ツ
史
の
「
自
由
」
の
息
吹
を
感
じ
と
る
た
め
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
を
訪

れ
、
ル
タ
ー
が
一
五
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
「
ハ
ン
マ
ー
と
釘
を
手
に
」
姿
を
現
し
た
（
は
ず
の
）
城
教
会
の
扉
の
前
ま
で
行
く
が
、

そ
の
荒
れ
果
て
た
よ
う
す
に
驚
き
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
ド
イ
ツ
人
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
メ
ッ
カ
」
を
こ
ん
な
に
薄
汚
い
ま
ま
に
し

て
お
く
の
か
と
た
め
息
を
つ
い
た）

（1
（

。

た
だ
し
そ
の
こ
ろ
、
す
で
に
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
に
よ
っ
て
修
築
計
画
が
練
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て

一
八
五
八
年
、
建
築
家
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ヴ
ァ
ス
ト
の
手
で
城
教
会
の
扉
は
「
九
五
箇
条
」
を
浮
き
彫
り
に
し
た
ブ
ロ

ン
ズ
製
の
重
厚
な
ド
ア
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
、
テ
ィ
ン
パ
ヌ
ム
に
は
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
を
拝
む
ル
タ
ー
と
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
姿
が
描
か

れ
た
。
こ
ち
ら
は
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ク
レ
ー
バ
ー
と
い
う
ベ
ル
リ
ン
の
画
家
の
作
品
で
あ
る
。
新
し
い
扉
に
は
、
そ
の
他
に
も
訪
問
者
の
視

線
を
集
め
る
装
飾
が
あ
る
。
そ
れ
は
建
築
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
の
名
を
刻
ん
だ
梁
（
ま
ぐ
さ
石
）
の
碑
文
と
そ
の
中

（
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央
に
と
り
つ
け
ら
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
鷲
の
紋
章
で
あ

る
。
ア
ー
チ
の
上
方
に
据
え
ら
れ
た
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ン
家
の

宗
教
改
革
支
援
者
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三

世
（
左
）
と
そ
の
後
継
者
ヨ
ハ
ン
（
右
）
の
石
像
も
目
を

ひ
く
（
写
真
1
）。
二
人
の
選
帝
侯
は
抜
き
身
の
剣
を
携

え
、
い
ま
や
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
家
の
も
の
に
な
っ
た

城
教
会
の
入
口
を
守
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る）

（（
（

。

と
こ
ろ
で
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
家
は

一
七
世
紀
前
半
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
改
宗
し
て
い
た
が
、

一
九
世
紀
に
は
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
合
同
を
進
め
て
お
り
、
ル
タ
ー
を
ド
イ
ツ
の
福
音
主
義
教
会
の
創
始
者
と
し
て
高
く
評
価

し
て
い
た
。
ル
タ
ー
は
宗
派
の
違
い
を
超
え
た
ド
イ
ツ
の
英
雄
で
あ
り
、
宗
教
改
革
は
ド
イ
ツ
人
の
精
神
を
高
め
た
偉
大
な
運
動
で
あ
っ

た
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
マ
ル
ク
ト
広
場
に
あ
る
堂
々
た
る
ル
タ
ー
像
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
遺
産
で
あ
る
。
こ
の
像
は
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
の
時
代
、
宗
教
改
革
三
百
周
年
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
写
真
（
）。
そ
の
完
成
は
一
八
二

一
年
の
こ
と
で
あ
り
、
作
者
は
ベ
ル
リ
ン
の
彫
刻
家
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
シ
ャ
ド
ウ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
都
市
空

間
は
変
容
を
遂
げ
、
一
九
世
紀
の
時
代
精
神
を
映
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
単
色
で
は
な
く
、
英
雄
を
求
め

る
歴
史
主
義
、
中
世
に
憧
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
、
調
和
と
写
実
性
を
重
ん
じ
る
古
典
主
義
の
精
神
が
入
り
混
じ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
付
言

す
れ
ば
「
ル
タ
ー
ハ
ウ
ス
」
が
修
築
を
へ
て
絵
画
や
遺
物
の
展
示
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
八
三
年
、
ル
タ
ー
誕
生
四
〇
〇

年
記
念
の
年
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
ル
タ
ー
の
故
郷
ア
イ
ス
レ
ー
ベ
ン
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
一
八
六
〇
年
代
に
再
築
さ
れ
て
い
た

写真 1　 ヴィッテンベルク。城教会の九五
箇条の扉（筆者撮影）

（
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「
ル
タ
ー
臨
終
の
家
」
に
一
五
四
六
年
の
葬
儀
の
と
き
に
ル
タ
ー
の
棺
を
覆
っ
た
こ

げ
茶
色
の
棺
掛
け
（
ル
タ
ー
家
の
子
孫
が
提
供
）
や
古
び
た
ベ
ッ
ド
（
模
造
品
）、

肖
像
画
、
各
種
の
初
版
本
な
ど
が
展
示
さ
れ
た
。
や
が
て
町
の
広
場
に
は
ル
タ
ー
像

が
据
え
ら
れ
、
歴
史
的
世
界
へ
の
人
々
の
関
心
を
か
き
た
て
た
。
な
お
ル
タ
ー
臨
終

の
家
は
ル
タ
ー
逝
去
の
す
ぐ
あ
と
か
ら
巡
礼
地
の
様
相
を
呈
し
、
一
六
世
紀
後
半
の

記
録
に
よ
れ
ば
信
徒
た
ち
は
臨
終
の
ベ
ッ
ド
の
破
片
を
削
り
と
り
、
記
念
品
と
し

て
、
あ
る
い
は
─
─
俗
信
に
従
っ
て
─
─
歯
痛
の
治
療
薬
と
し
て
持
ち
帰
っ
て
い
た

と
い
う
。け
っ
き
ょ
く
そ
の
ベ
ッ
ド
は
、新
た
な
聖
人
崇
敬
を
懸
念
す
る
当
局
に
よ
っ

て
一
七
〇
七
年
に
焼
却
さ
れ
、
臨
終
の
家
も
改
築
の
過
程
で
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
を
復
活
さ
せ
た
の
が
一
九
世
紀
の
新
し
い
英
雄
礼
賛
の
精
神
で
あ
る
。
新

し
い
臨
終
の
家
を
訪
れ
た
の
は
「
祖
国
ド
イ
ツ
」
の
偉
人
に
対
す
る
歴
史
的
関
心
を

抱
く
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
古
い
聖
遺
物
崇
敬
の
心
性
を
残
し
た
敬

虔
な
ド
イ
ツ
人
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

宗
教
改
革
三
百
周
年
以
後
、
ド
イ
ツ
で
は
宗
教
改
革
の
「
ド
イ
ツ
性
」
の
自
覚
が

急
速
に
高
ま
っ
て
い
た
。
歴
史
家
レ
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ケ
も
、
宗
教
改
革

は
「
祖
国
の
統
一
」
と
「
信
仰
の
刷
新
」
と
い
う
「
ド
イ
ツ
国
民
の
意
識
か
ら
瞬
時

も
離
れ
な
い
念
願
」
に
由
来
す
る
と
述
べ
、
改
革
の
混
乱
も
「
強
力
な
政
権
が
同
じ

一
般
的
精
神
に
動
か
さ
れ
、
ま
た
同
じ
方
向
に
む
か
っ
て
動
い
て
ゆ
く
」
な
ら
恐
れ

写真 （　ヴィッテンベルク。マルクト広場のルター像（筆者撮影）

（
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る
に
足
り
な
い
と
論
じ
て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
、
こ
の
ド
イ
ツ
的
な
宗
教
改
革
史
像
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
普
及
し
な
か
っ
た
。
英
米

の
歴
史
家
た
ち
は
、
ル
タ
ー
が
ふ
り
か
ざ
し
た
ハ
ン
マ
ー
の
音
に
万
人
を
解
放
す
る
普
遍
的
な
「
自
由
」
の
響
き
を
聴
き
つ
づ
け
、
こ
れ

を
世
界
史
的
事
件
と
し
て
概
説
書
や
教
科
書
に
も
記
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た）

（1
（

。
興
味
深
い
こ
と
に
、
日
本
人
に
よ
る
早
期
の
宗
教
改
革
研

究
に
は
、
英
米
の
影
響
を
受
け
て
宗
教
的
自
由
と
市
民
的
自
由
を
連
続
的
に
と
ら
え
る
立
場
と
ド
イ
ツ
（
ラ
ン
ケ
）
の
影
響
を
受
け
て
権

力
者
に
よ
る
上
か
ら
の
教
会
支
配
と
信
徒
の
統
率
を
当
然
視
す
る
立
場
の
二
つ
が
あ
っ
た）

（1
（

。
た
だ
し
ラ
ン
ケ
は
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
を
鎮

圧
す
る
側
に
立
っ
た
ル
タ
ー
を
擁
護
し
つ
つ
も
、
農
民
（
最
底
辺
の
信
徒
層
）
を
「
国
家
を
支
え
て
い
る
根
源
的
勢
力
」
と
呼
び
、
そ
の

「
ど
よ
め
き
」
に
歴
史
を
変
え
る
力
を
認
め
て
い
た）

（1
（

。

現
代
人
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
目
の
当
た
り
に
す
る
の
は
宗
教
改
革
時
代
の
景
観
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
に
プ
ロ

イ
セ
ン
の
国
威
発
揚
を
目
的
と
し
て
創
ら
れ
た
演
出
空
間
で
あ
り
、
誇
ら
し
い
歴
史
の
記
憶
の
場
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
が
打
ち
出
し
た

方
向
性
は
、
や
が
て
統
一
後
の
ド
イ
ツ
に
受
け
継
が
れ
る
。
普
仏
戦
争
を
へ
て
成
立
し
た
新
し
い
帝
国
は
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
を
精
神
的

支
柱
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
強
国
た
ろ
う
と
し
た
。
い
ま
や
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
は
ド
イ
ツ
国
民
の
荘
厳
な
る
巡
礼
地
と
な
り
、
訪

問
者
た
ち
は
そ
こ
で
宗
教
改
革
の
ド
イ
ツ
性
を
実
感
し
、
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
八
八
三
年
、
ル
タ
ー
生
誕
四
百
年
の
折
に
は
城
教
会
の
再
修
築
が
決
ま
り
、
一
八
九
二
年
（
宗
教
改
革
三
七
五
周
年
）
に
献
堂
式
が

挙
行
さ
れ
た
。
こ
の
催
し
に
は
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
が
列
席
し
、
建
築
責
任
者
が
黄
金
の
鍵
を
皇
帝
に
、
皇
帝
が
こ
れ
を
教
会
の
代

表
者
に
引
き
渡
す
式
典
が
執
り
行
わ
れ
た
。
会
堂
内
に
は
皇
帝
の
た
め
の
王
座
が
設
け
ら
れ
、
高
所
に
飾
ら
れ
た
帝
国
の
鷲
の
像
が
式
典

を
見
守
っ
て
い
た
。
な
お
カ
ト
リ
ッ
ク
の
臣
民
た
ち
も
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
皇
帝
に
よ
る
統
一
と
平
和
の
恩
恵
に
等
し
く
与
っ
て
い

た
か
ら
、
宗
教
改
革
は
ド
イ
ツ
国
民
全
体
の
ヘ
リ
テ
ー
ジ
と
位
置
づ
け
ら
れ
た）

（1
（

。

（
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三
、
二
〇
世
紀
の
悲
劇

一
九
一
七
年
の
宗
教
改
革
四
百
周
年
記
念
行
事
は
国
際
的
な
規
模
で
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
協
議
が
数
年
前
か
ら
熱
心

に
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
第
一
次
世
界
大
戦
が
こ
の
計
画
を
不
可
能
に
し
、
式
典
や
出
版
物
は
前
世
紀
以
上
に
ド
イ
ツ
色
を
強
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
一
九
一
七
年
、
神
学
者
パ
ウ
ル
・
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
は
ル
タ
ー
の
ド
イ
ツ
性
を
断
固
と
し
て
強
調
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。「
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
ど
れ
ほ
ど
ド
イ
ツ
人
を
愛
し
て
い
た
こ
と
か
。
彼
は
同
胞
が
ラ
テ
ン
民
族
に
抑
圧
さ
れ
、
搾
取
さ
れ
、

侮
辱
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
ド
イ
ツ
的
な
怒
り
を
爆
発
さ
せ
、
告
発
状
を
書
い
た
の
だ
。
ル
タ
ー
が
現
代
に
生
き
て
い
た
と
し
て
、

確
実
な
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
中
立
の
立
場
を
と
る
は
ず
が
な
い
こ
と
だ
。
ル
タ
ー
は
わ
が
民
族
へ
の
神
の
賜
物
で
あ
る
。

［
・
・
・
］
重
要
な
の
は
ル
タ
ー
主
義
と
ド
イ
ツ
性
の
一
致
な
の
だ
」
と）

（1
（

。
同
じ
年
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
画
家
オ
ス
マ
ー
・
シ
ン
ド
ラ
ー
は
、

堅
信
礼
の
証
明
書
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、「
九
五
箇
条
」
を
教
会
の
扉
に
ハ
ン
マ
ー
で
打
ち
つ
け
る
ル
タ
ー
の
後
ろ
姿
と
悪
魔
（
ド
ラ
ゴ
ン
）

を
銃
剣
で
突
き
刺
す
ド
イ
ツ
兵
の
姿
を
な
ら
べ
て
描
い
た
。
ル
タ
ー
の
宗
教
的
闘
争
は
、
つ
い
に
ド
イ
ツ
の
戦
争
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
に

い
た
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

宗
教
改
革
の
ド
イ
ツ
性
に
関
す
る
認
識
は
、
た
と
え
ば
ラ
ン
ケ
に
も
濃
厚
に
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
第
一
次
大
戦
の
時
代
、
そ
の
ド
イ
ツ

性
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
も
包
摂
す
る
よ
う
に
な
り
、
宗
教
改
革
四
百
周
年
記
念
祭
に
お
い
て
は
宗
派
対
立
の
要
素
は
消
え
去
っ
て
い
た
。

皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
は
大
戦
の
初
期
段
階
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
も
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た）

11
（

。
一
九
一
七

年
に
は
神
学
者
ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
が
「
人
間
ル
タ
ー
は
福
音
派
だ
け
で
な
く
全
ド
イ
ツ
人
の
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ

の
文
化
の
一
部
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
主
張
を
超
教
派
的
な
も
の
に
仕
立
て
あ
げ
た）

1（
（

。
こ
の
精
神
の
延
長
上
に
、
ナ
チ

ス
時
代
の
「
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
」
の
理
念
と
実
践
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

10



創られたドイツ宗教改革　踊　　共二

ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
の
誕
生
の
年
で
あ
る
と
同
時
に
ル
タ
ー
生
誕
四
五
〇
周
年
の
年
で
も
あ
っ
た
一
九
三
三
年
、
神
学
者
ハ
ン
ス
・
プ
ロ
イ

ス
は
ル
タ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー
を
比
較
し
、
二
人
は
「
ド
イ
ツ
民
族
の
救
済
」
と
い
う
神
の
召
命
を
受
け
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
と
述
べ

た
。
こ
う
し
て
教
会
の
側
か
ら
ド
イ
ツ
国
民
社
会
主
義
に
宗
教
改
革
の
完
成
の
役
割
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ナ
チ
ス
も
ル
タ
ー

を
賛
美
し
た
。
ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
は
ル
タ
ー
を
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
先
駆
者
と
位
置
づ
け
、
彼
が
残
し
た
反
ユ
ダ
ヤ
文
書
の

出
版
と
普
及
に
努
め
た
。
こ
う
し
て
悲
劇
が
始
ま
る）

11
（

。

二
〇
世
紀
前
半
に
生
起
し
た
宗
教
改
革
の
歴
史
像
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
宗
教
改
革
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
過
去
の
事
実
あ

る
い
は
傾
向
の
一
部
を
強
調
な
い
し
極
大
化
す
る
こ
と
で
創
ら
れ
た
歴
史
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
に
は
旧
東
独
に
お
い
て
「
初
期
市
民

革
命
」
論
が
一
世
を
風
靡
す
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
の
「
進
歩
」
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
役
割
を
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
形
で
描
き
な
お
す
も
の

で
あ
っ
た
。
一
方
、
西
側
で
は
宗
教
改
革
の
社
会
史
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
実
証
史
学
の
立
場
か
ら
「
ル
タ
ー
神
話
」
の
数
々
を
非
神
話

化
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
つ
い
に
ル
タ
ー
に
よ
る
「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
自
体
の
史
実
性
を
否
定
す
る
研
究
者
た
ち

が
一
九
六
〇
年
代
に
現
れ
、
果
て
し
な
い
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
史
家
エ
ア
ヴ
ィ
ン
・
イ
ザ
ー
ロ
ー
が
そ
の
先
駆
け
で
あ

る）
11
（

。
教
会
の
扉
に
テ
ー
ゼ
を
掲
出
す
る
の
は
大
学
に
雇
わ
れ
た
用
務
係
の
仕
事
で
あ
り
、
大
学
教
授
が
自
分
で
ハ
ン
マ
ー
を
ふ
り
ま
わ
す

は
ず
が
な
い
。
し
か
も
ル
タ
ー
自
身
、掲
出
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
ル
タ
ー
自
身
に
よ
る
掲
出
説
は
、彼
の
後
継
者
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
述
懐
に
依
拠
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
ハ
ン
マ
ー
へ
の
言
及
は
な
い）

11
（

。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
一
五
一
七

年
一
〇
月
三
一
日
を
宗
教
改
革
記
念
日
と
し
、
そ
の
日
に
周
年
記
念
の
行
事
を
催
す
意
義
は
疑
わ
し
く
な
る
。
そ
れ
で
も
、
数
世
紀
を
へ

て
創
ら
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
の
歴
史
像
の
生
命
力
は
驚
く
ほ
ど
強
い
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
の
が
本
稿
の
次
の
課

題
で
あ
る
。

11
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四
、
宗
教
改
革
五
百
年
を
ふ
り
か
え
っ
て

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
一
〇
年
間
、
ド
イ
ツ
は
「
ル
タ
ー
の
一
〇
年
」
と
い
う
記
念
事
業
を
展
開
し
て
き
た
。
投
入
さ

れ
た
公
費
は
二
億
五
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
で
あ
り
、
事
業
数
は
二
〇
一
七
年
だ
け
で
も
二
四
〇
六
件
に
の
ぼ
る）

11
（

。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
の

記
念
礼
拝
に
は
メ
ル
ケ
ル
首
相
も
や
っ
て
き
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
代
表
者
も
招
か
れ
、
和
解
と
協
調
を
印
象
づ
け
る
式
典
が
催
さ
れ
た
。

歴
史
関
係
の
大
型
企
画
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
新
の
学
術
的
研
究
を
反
映
さ
せ
た
三
つ
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
エ
グ
ジ
ビ
シ
ョ
ン
」
で

あ
り
、
主
催
者
の
発
表
で
は
合
計
で
六
〇
万
人
が
訪
れ
た）

11
（

。
企
画
名
を
あ
げ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
で
の
「
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
人
」、

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
の
「
九
五
の
宝
と
九
五
人
の
ひ
と
び
と
」、
ベ
ル
リ
ン
で
の
「
ル
タ
ー
エ
フ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら

の
展
示
会
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
。
そ
の
さ
い
に
は
首
都
や
地
方
都
市
で
行
わ
れ
た
他
の
記
念
企
画
の
内
容
と
の
異
同
や
、
最
新
の
歴

史
研
究
と
の
関
連
に
も
言
及
し
、
三
つ
の
「
国
民
的
」
な
い
し
「
国
家
的
」
な
企
画
の
特
色
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

（
1
）
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク

ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
の
特
別
展
「
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
人
」
は
、
中
世
後
期
か
ら
宗
教
改
革
ま
で
の
ド
イ
ツ
史
を
概
観
す
る
も
の
で
、
近
代

に
つ
い
て
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
自
由
主
義
・
国
民
主
義
と
ル
タ
ー
、
ド
イ
ツ
帝
国
と
ル
タ
ー
、
ナ
チ
ズ
ム
と
ル
タ
ー
の
関
わ
り
な
ど

に
光
を
あ
て
て
い
た
。「
ド
イ
ツ
人
」
に
と
っ
て
ル
タ
ー
な
い
し
宗
教
改
革
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
多
面
的
に
考
え
る
企
画
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
は
周
知
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
で
帝
国
追
放
刑
を
受
け
た
ル
タ
ー
が
一
五
二
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け

て
過
ご
し
た
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
の
城
で
あ
る
。
た
だ
し
昔
日
の
姿
の
ま
ま
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
後
半
に
大
規
模
に
改
修
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
指
揮
し
た
の
は
ザ
ク
セ
ン
＝
ヴ
ァ
イ
マ
ル
＝
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
大
公
カ
ー
ル
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
で
あ
り
、
彼
は
か
つ
て
ル
タ
ー
を
こ

1（
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の
城
に
か
く
ま
っ
た
エ
ル
ネ
ス
ト
系
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ン
家
の
末
裔
で
あ
る
。
改
修
の
さ
い
に
は
「
宗
教
改
革
の
部
屋
」
が
設
け
ら
れ
た
。
そ

れ
は
重
厚
な
歴
史
画
を
飾
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
あ
る
。「
ル
タ
ー
の
部
屋
」
も
復
元
さ
れ
た
。
そ
こ
は
ル
タ
ー
が
新
約
聖
書
を
ド
イ
ツ
語
に

訳
し
た
場
所
で
あ
り
、
改
修
に
よ
っ
て
一
六
世
紀
の
家
具
や
タ
イ
ル
ス
ト
ー
ブ
が
見
学
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
壁
に
は
イ
ン
ク
の
跡
が

あ
る
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
が
「
悪
魔
が
そ
こ
に
い
る
」
と
言
っ
て
イ
ン
ク
壺
を
投
げ
た
と
き
に
付
着
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
す
で
に
一
九
世

紀
か
ら
、
訪
問
者
た
ち
が
壁
の
一
部
や
机
の
破
片
を
─
─
古
い
聖
遺
物
崇
敬
の
名
残
か
、
ツ
ー
リ
ス
ト
的
な
収
集
癖
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

─
─
削
り
と
っ
て
持
ち
去
る
よ
う
に
な
り
、
壁
は
ひ
ど
く
傷
ん
で
い
る
。
と
も
あ
れ
改
修
後
の
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
に
は
訪
問
者
が
絶
え

な
く
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
と
な
ら
ぶ
国
民
的
な
巡
礼
地
の
誕
生
で
あ
る）

11
（

。
二
〇
一
七
年
の
特
別
展
は
、
城
内
の
歴
史
的
空
間
と

常
設
展
示
物
、
特
別
展
示
物
を
組
み
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
形
成
さ

れ
た
ル
タ
ー
像
を
再
生
産
し
、
こ
れ
を
ド
イ
ツ
人
と
外
国
か
ら
の
訪
問
者
た
ち
に
あ
ら
た
め
て
印
象
づ
け
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
ル
タ
ー
は
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
啓
蒙
思
想
の
影
響
を
受
け
た
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
自
由
」

の
守
り
手
に
し
て
「
理
性
」
の
人
、
そ
し
て
「
進
歩
」
の
推
進
者
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
知
識
人
の
う
ち
、
レ
ッ
シ

ン
グ
は
ザ
ク
セ
ン
出
身
者
で
あ
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
東
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
者
で
あ
っ
た
。
一
七
七
六
年
、
啓
蒙
専
制
君
主
の
代
表
格
で
あ
る

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
も
ル
タ
ー
を
「
祖
国
の
解
放
者
」
と
呼
ん
で
称
賛
し
て
い
る）

11
（

。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
、
一
八
一
七
年
の
ヴ
ァ
ル
ト
ブ

ル
ク
祭
・
宗
教
改
革
三
百
周
年
記
念
祭
に
集
っ
た
学
生
た
ち
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ル
タ
ー
を
解
放
者
と
み
な
し
、
専
制
に
反
対
し

て
「
自
由
」
と
「
祖
国
」
の
統
一
を
求
め
た
。
そ
こ
で
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
結
合
が
起
こ
っ
て
い
た
。
城
内
に
飾
ら

れ
て
い
る
イ
ェ
ー
ナ
の
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
旗
は
ド
イ
ツ
国
旗
の
起
源
だ
と
も
い
わ
れ
る）

11
（

。
こ
の
城
は
宗
教
改
革
だ
け
で
な
く
ド
イ

ツ
国
家
の
歩
み
を
記
念
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
。

以
下
、
特
徴
的
な
展
示
物
を
い
く
つ
か
み
て
お
こ
う
。
ま
ず
パ
ウ
ル
・
ト
ゥ
ー
マ
ン
の
絵
画
「
聖
書
を
翻
訳
す
る
ル
タ
ー
」（
一
八
七
二

1（
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年
）
で
あ
る
。
修
復
さ
れ
た
「
ル
タ
ー
の
部
屋
」
の
緑
色
の
タ
イ
ル
ス
ト
ー
ブ
を
背

景
に
、
羽
根
ペ
ン
を
も
っ
て
執
筆
す
る
ル
タ
ー
の
、
学
者
然
と
し
た
凛
々
し
い
姿
が

印
象
的
な
歴
史
画
で
あ
る
。
な
お
ト
ゥ
ー
マ
ン
は
プ
ロ
イ
セ
ン
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に

属
し
、
ベ
ル
リ
ン
で
活
躍
し
た
画
家
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
フ
ン
メ
ル
の
「
ル

タ
ー
の
栄
光
」
も
、
目
立
つ
場
所
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
上
に
注
目
を
集
め

て
い
た
の
は
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
パ
ウ
ウ
ェ
ル
ス
の
「
ル
タ
ー
に
よ
る
九
五
箇

条
の
掲
出
」（
一
八
七
二
年
）
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
人
々
に
ま
っ
す
ぐ
視
線
を
向
け
、

黒
い
鉄
の
ハ
ン
マ
ー
で
箇
条
書
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
一
九
世
紀
の

「
九
五
箇
条
」
画
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
。
改
革
者
の
強
い
意
志
、
実
行
力
、
指
導
力

を
感
じ
さ
せ
る
こ
う
し
た
図
像
こ
そ
、
一
般
の
人
々
に
「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
が
宗

教
改
革
開
始
の
歴
史
的
瞬
間
で
あ
っ
た
と
確
信
さ
せ
る
媒
体
で
あ
っ
た
。
な
お
パ
ウ

ウ
ェ
ル
ス
は
「
宗
教
改
革
の
部
屋
」
の
た
め
に
合
計
七
つ
の
大
作
を
描
き
、
多
く
の

ド
イ
ツ
人
に
感
銘
を
与
え
た
の
だ
が
、
彼
自
身
は
ド
イ
ツ
人
で
は
な
く
、
ド
レ
ス
デ

ン
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
招
か
れ
て
教
鞭
を
と
っ
た
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
出
身
者
で
あ

る）
11
（

。ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
の
特
別
展
の
公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
結
び
の
言
葉
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。「
聖
人
、国
民
的
英
雄
、国
語
の
創
造
者
、農
民
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
敵
。

ル
タ
ー
の
評
価
と
イ
メ
ー
ジ
は
過
去
五
百
年
間
に
創
作
さ
れ
た
芸
術
作
品
と
同
じ
く

写真 （　ヴァルトブルク城の中庭。夜のプロジェクションマッピング（筆者撮影）

1（
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ら
い
多
様
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
つ
ね
に
さ
ま
ざ
ま
な
希
望
、
不
安
、
理
想
を
映
す
鏡
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
の
自
己
像
だ
っ
た
の
で
あ
る）

1（
（

」。

五
百
年
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
の
歴
史
と
文
化
、
政
治
と
社
会
、
思
想
と
情
念
が
ル
タ
ー
と
い
う
人
物
に
投
射
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
短
く
ま

と
め
た
文
章
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
の
展
示
会
は
ル
タ
ー
の
敵
対
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
も
と
り
あ
げ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
扱
い

は
大
き
く
は
な
か
っ
た
。
良
く
も
悪
く
も
強
調
さ
れ
て
い
の
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
ル
タ
ー
像
で
あ
る
。
古
城
を
照
ら
す
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
現
代
的
で
幻
想
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
の
は
ド
イ
ツ
を
ド
イ

ツ
た
ら
し
め
た
偉
大
な
ド
イ
ツ
人
の
古
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
（
写
真
（
）。

（
（
）
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
特
別
展
「
九
五
の
宝
と
九
五
人
の
ひ
と
び
と
」
の
内
容
は
、
宗
教
改
革
に
関
係
す
る
九
五
の
貴
重
品
と
九
五
人

の
著
名
人
（
一
六
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
ま
で
）
の
パ
ネ
ル
展
示
で
あ
る
。
後
者
は
現
代
的
な
展
示
技
術
を
駆
使
し
、
絵
画
、
写
真
、
音
声
、

映
像
資
料
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
会
場
は
ル
タ
ー
ハ
ウ
ス
（
元
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
隠
修
士
会
の
建
物
）
で
あ
る
。
特
別
展

の
「
宝
」
の
な
か
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
九
五
箇
条
」
の
掲
出
に
関
す
る
ゲ
オ
ル
ク
・
レ
ー
ラ
ー
の
メ
モ
書
き
の
あ
る
ル
タ
ー

聖
書
（
一
五
四
〇
年
版
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
五
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
起
き
た
「
世
界
史
的
事
件
」
の
動
か
ぬ
証
拠
と
し
て
近
年
話

題
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
メ
モ
に
つ
い
て
は
す
で
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
版
ル
タ
ー
全
集
（
一
八
八
三
年
の
ル
タ
ー
誕
生
四
百
年
を
記
念

し
て
編
集
が
開
始
さ
れ
た
）
の
注
に
言
及
が
あ
る
も
の
の
注
目
度
は
低
く
、
現
物
を
参
照
す
る
学
者
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
二
〇
〇
六

年
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ト
ロ
イ
と
い
う
研
究
者
が
イ
ェ
ー
ナ
で
こ
れ
を
再
発
見
し
て
新
た
な
論
争
に
火
を
つ
け
た
。
レ
ー
ラ
ー
は
ル
タ
ー
の

出
版
物
の
編
集
を
引
き
受
け
て
い
た
人
で
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
マ
リ
エ
ン
教
会
の
執
事
で
あ
っ
た
。
メ
モ
書
き
を
訳
せ
ば
次
の
と
お

り
で
あ
る
。「
一
五
一
七
年
の
諸
聖
人
の
日
の
前
日
、
贖
宥
状
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
諸
教
会
の
扉
に
掲
出
さ
れ
た
。

1（
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こ
れ
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
博
士
に
よ
る）

11
（

」。
二
〇
一
七
年
の
五
百
周
年
企
画
の
主
催
者
た
ち
は
ト
ロ
イ
説
を
採
用
し
、
掲
出
の
事
実

性
を
否
定
し
た
一
九
六
〇
年
代
の
イ
ザ
ー
ロ
ー
説
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
レ
ー
ラ
ー
も
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
同
じ
く
目
撃
者
で
は
な
い
の

だ
が
、
ル
タ
ー
派
教
会
は
彼
の
メ
モ
を
新
証
拠
と
み
な
し
て
特
別
展
に
現
物
を
出
展
、
ハ
ン
マ
ー
を
三
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
エ
グ
ジ
ビ
シ
ョ

ン
共
通
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に
し
た
。

ト
ー
マ
ス
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
よ
う
な
有
力
な
宗
教
改
革
研
究
者
も
ト
ロ
イ
説
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
フ
ォ
ル
カ
ー
・
レ
ッ

ピ
ン
の
よ
う
に
レ
ー
ラ
ー
メ
モ
の
価
値
を
認
め
ず
、
こ
れ
を
「
机
上
の
創
作
」
と
呼
ぶ
学
者
（
ル
タ
ー
派
）
も
い
る
。「
九
五
箇
条
」
は

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
複
数
の
教
会
の
扉
に
貼
り
だ
さ
れ
た
と
レ
ー
ラ
ー
は
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の

学
則
を
確
か
め
、
討
論
資
料
の
通
常
の
掲
示
方
法
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
メ
モ
を
書
い
た
結
果
で
あ
る
と
レ
ッ
ピ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
。

た
し
か
に
こ
う
し
た
掲
示
を
出
す
役
割
は
、
一
九
世
紀
の
い
く
つ
か
の
絵
画
に
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
学
専
属
の
用
務
係
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
当
の
レ
ー
ラ
ー
は
、
け
っ
き
ょ
く
ル
タ
ー
派
教
会
の
実
力
者
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
見
解
に
あ
わ
せ
、
ル
タ
ー
は
城
教
会
の
扉
だ
け

に
「
九
五
箇
条
」
を
貼
り
つ
け
た
と
い
う
説
明
に
切
り
替
え
、
メ
モ
の
内
容
を
事
実
上
修
正
し
た
と
も
レ
ッ
ピ
ン
は
主
張
し
て
い
る）

11
（

。
つ

ま
る
と
こ
ろ
ハ
ン
マ
ー
を
手
に
し
た
ル
タ
ー
の
姿
は
、
目
撃
者
の
い
な
い
伝
説
な
い
し
創
作
だ
と
い
う
の
が
レ
ッ
ピ
ン
説
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
伝
説
に
基
づ
い
た
芸
術
作
品
や
歴
史
物
語
は
一
人
歩
き
し
つ
づ
け
て
い
る
。
舞
台
芸
術
や
映
画
の
影
響
も
大
き
い
。
二
〇
〇
三
年
の

米
独
合
作
映
画
『
ル
タ
ー
』
は
、
二
一
世
紀
人
に
伝
統
的
な
ル
タ
ー
像
を
あ
ら
た
め
て
浸
透
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
、
同
年
に
ド
イ
ツ
の

公
共
放
送
Ｚ
Ｄ
Ｆ
が
視
聴
者
に
「
も
っ
と
も
偉
大
な
ド
イ
ツ
人
」
は
だ
れ
か
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
に

次
い
で
ル
タ
ー
が
第
二
位
と
な
っ
た）

11
（

。
ル
タ
ー
は
バ
ッ
ハ
や
ゲ
ー
テ
、
ビ
ス
マ
ル
ク
や
マ
ル
ク
ス
を
凌
駕
し
た
の
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年

の
宗
教
改
革
五
百
周
年
の
諸
企
画
は
「
偉
人
」
と
し
て
の
ル
タ
ー
像
を
補
強
し
な
お
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
の

立
体
ポ
ス
タ
ー
は
無
名
の
ド
イ
ツ
人
た
ち
に
囲
ま
れ
た
巨
人
ル
タ
ー
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
右
手
に
は
し
っ
か
り
と
ハ
ン
マ
ー

1（
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が
握
ら
れ
て
い
た
（
写
真
（
）。

「
九
五
の
宝
」
は
「
九
五
箇
条
」
を
意
識
し
た
数
合
わ
せ
で
あ
り
、
小
型
の
土
器

や
青
銅
器
、
装
飾
品
、
家
具
、
彫
像
な
ど
も
含
む
た
め
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
は
そ
れ
ほ

ど
広
く
な
か
っ
た
。
充
実
し
て
い
た
の
は
む
し
ろ
「
九
五
人
の
ひ
と
び
と
」
の
コ
ー

ナ
ー
で
あ
る
。
九
五
人
の
人
選
は
複
数
の
学
芸
員
や
研
究
者
が
分
担
し
て
行
っ
た
も

の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
。
た
だ
し
共
通
点
も
あ
る
。
選
ば
れ
た

の
は
思
想
の
継
承
な
ど
の
面
で
ル
タ
ー
と
密
接
に
関
係
が
あ
る
か
、
歴
史
上
の
役
割

に
お
い
て
ル
タ
ー
と
比
較
し
う
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
代
表
的
と
思
わ
れ

る
人
物
を
何
人
か
と
り
あ
げ
、
特
別
展
公
式
カ
タ
ロ
グ
の
解
説
に
従
い
、
な
ぜ
選
ば

れ
た
か
、
そ
の
理
由
を
短
く
記
し
て
お
く）

11
（

。

ド
イ
ツ
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世

ル
タ
ー
誕
生
四
百
周
年
の
一
八
八
三
年
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
城
教
会
の
修
築
事

業
を
開
始
し
、
宗
教
改
革
三
七
五
年
目
の
一
八
九
二
年
に
献
堂
式
を
挙
行
。
君
主

が
守
護
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
威
光
を
再
確
認
し
た
。
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク

教
徒
に
も
官
職
を
与
え
、
ド
イ
ツ
の
国
民
的
統
合
を
推
し
進
め
た
。
城
教
会
の
修

築
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
か
ら
も
寄
附
が
よ
せ
ら
れ
た
。

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ

写真 （　ハンマーを持つルター。ヴァルトブルク城の立体ポスター（筆者撮影）
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一
九
六
六
年
七
月
一
〇
日
、
黒
人
と
白
人
の
権
利
の
平
等
を
求
め
、
シ
カ
ゴ
市
庁
舎
の
扉
に
─
─
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
を
意
識
し
て

─
─
箇
条
書
を
貼
り
だ
し
た
。「
ア
ダ
ム
の
堕
罪
後
の
人
間
は
─
─
み
な
平
等
に
─
─
福
音
に
よ
っ
て
の
み
神
の
似
姿
を
回
復
で
き
る
」

と
の
言
葉
を
ル
タ
ー
の
『
創
世
記
注
解
』
か
ら
引
い
た
遺
稿
が
あ
る
。

ジ
ャ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー

イ
ラ
ン
生
ま
れ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
者
。
一
九
世
紀
後
半
、
反
欧
米
・
反
帝
国
主
義
・
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
の
近
代
化
・
迷
信
の
排
除
・

教
育
の
充
実
・
立
憲
政
体
の
実
現
を
訴
え
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
リ
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
ル
タ
ー
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

ル
タ
ー
の
「
良
心
」
の
思
想
に
従
い
、
ナ
チ
ズ
ム
に
反
対
し
た
神
学
者
。
一
九
四
五
年
四
月
九
日
に
フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
強
制
収
容

所
で
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ヒ
ャ
ー

ナ
チ
ス
の
政
治
家
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
扇
動
者
と
し
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
で
死
刑
判
決
を
受
け
た
。
裁
判

で
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
。「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
言
説
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
に
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
私
か
ら
没
収
さ
れ
た

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
博
士
の
本
が
そ
う
だ
。
彼
は
も
し
生
き
て
い
れ
ば
私
と
同
じ
被
告
席
に
座
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
。

北
森
嘉
蔵

日
本
の
ル
タ
ー
派
神
学
者
。
原
爆
投
下
の
衝
撃
の
な
か
で
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
を
発
表
（
一
九
四
六
年
）。
ル
タ
ー
の
「
十
字
架
の

神
学
」
に
着
想
を
得
て
い
る
。
北
森
の
著
書
は
ド
イ
ツ
語
や
英
語
に
も
訳
さ
れ
、
高
い
評
価
を
得
た
。
宗
教
改
革
思
想
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
展
開
例
で
あ
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
ノ
ー
デ
ン

1（
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ア
メ
リ
カ
の
政
府
機
関
に
よ
る
国
民
の
監
視
と
情
報
収
集
の
不
当
性
を
告
発
し
た
元
Ｎ
Ｓ
Ａ
局
員
。
逮
捕
状
が
出
て
亡
命
中
だ
が
、
ド

イ
ツ
で
は
ル
タ
ー
と
同
じ
よ
う
に
良
心
に
従
っ
て
巨
大
組
織
に
抵
抗
し
た
と
の
評
価
が
あ
る
。

サ
イ
ー
ド
・
ア
フ
マ
ド
・
カ
ー
ン

イ
ン
ド
（
ム
ガ
ル
帝
国
）
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
家
。
ル
タ
ー
神
学
を
採
り
入
れ
て
「
信
仰
の
み
」
に
よ
る
救
済
を
説
い
た
。
イ
ギ
リ
ス

支
配
を
受
け
入
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
近
代
化
を
唱
え
た
。

ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
（
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
一
六
世
）

二
〇
一
〇
年
、
教
皇
と
し
て
は
じ
め
て
ロ
ー
マ
で
ル
タ
ー
派
と
合
同
礼
拝
を
行
っ
た
。
そ
も
そ
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
研
究
で
学
位

を
取
得
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
「
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
」
の
恩
寵
論
を
評
価
し
て
い
る
。
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
推
進
者
で
あ

り
、
ド
イ
ツ
か
ら
出
た
教
皇
と
し
て
歴
史
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
（
な
お
ル
タ
ー
派
と
の
対
話
は
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議

以
後
着
実
に
進
ん
で
お
り
、
二
〇
一
六
年
の
宗
教
改
革
記
念
日
に
は
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ル
ン
ド
で
ル
タ
ー
派
と

の
合
同
礼
拝
に
出
席
し
た
。二
〇
一
七
年
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
宗
教
改
革
記
念
礼
拝
に
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
代
表
者
た
ち
が
招
か
れ
、

城
教
会
の
記
念
礼
拝
で
は
ド
イ
ツ
人
枢
機
卿
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ス
が
挨
拶
、
マ
リ
エ
ン
教
会
で
は
司
教
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
フ
ァ
イ

ゲ
が
説
教
を
行
っ
た
）。

ジ
ョ
ン
・
ウ
ー

香
港
の
映
画
監
督
。
中
国
革
命
の
混
乱
期
に
香
港
に
亡
命
。
父
母
と
と
も
に
極
貧
生
活
を
送
る
。
ル
タ
ー
派
の
ア
メ
リ
カ
人
夫
妻
に
助

け
ら
れ
、
彼
ら
の
支
援
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
た
。
一
時
は
宣
教
師
を
志
す
ほ
ど
の
信
仰
の
持
ち
主
。
彼
の
映
画
は
暴
力
と

絶
望
の
世
界
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
隣
人
愛
、
平
和
、
無
償
の
恩
寵
、
そ
し
て
救
済
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

1（
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九
五
人
の
人
選
に
は
い
く
つ
か
の
傾
向
が
あ
る
。
ル
タ
ー
の
同
時
代
人
、
神
学

者
、
芸
術
家
、
王
侯
貴
族
を
別
に
す
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
国
民
統
合
・
全

体
主
義
に
関
係
す
る
人
物
、
個
人
の
良
心
の
自
由
を
つ
ら
ぬ
い
た
人
物
、
非
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
で
ル
タ
ー
主
義
を
実
践
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世

界
の
あ
い
だ
の
思
想
的
往
還
を
実
現
し
た
人
物
、
他
宗
教
の
改
革
な
い
し
近
代
化

運
動
に
身
を
捧
げ
た
人
物
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
を
推
進
し
た
人
物
が
選
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
像
は
互
い
に
矛
盾
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は

宗
教
改
革
以
後
五
百
年
の
歴
史
そ
の
も
の
の
矛
盾
や
動
揺
を
映
し
出
し
て
い
る）

11
（

。

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
特
別
展
に
は
、
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
の
そ
れ
の
よ
う
に
ド

イ
ツ（
人
）の
誇
り
と
名
誉
を
意
識
的
に
擁
護
す
る
よ
う
な
姿
勢
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
。「
改
革
」
や
「
近
代
」
へ
の
西
欧
的
な
執
着
な
い
し
優
越
意
識
を
感
じ
さ
せ

る
展
示
も
あ
っ
た
が
、
企
画
者
た
ち
の
視
野
は
け
っ
し
て
狭
く
は
な
い
。
フ
ォ
ル

カ
ー
・
レ
ッ
ピ
ン
や
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
リ
ン
グ
な
ど
、
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
宗
教
改

革
史
家
を
監
修
者
に
迎
え
、
新
し
い
研
究
動
向
に
も
配
慮
し
て
い
た
。
な
に
よ
り

全
体
主
義
と
教
会
の
不
幸
な
結
合
の
問
題
に
も
正
面
か
ら
向
き
あ
っ
て
い
た
。
た

だ
し
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
旧
Ｓ
Ｓ
本
部
跡
地
に
あ
る
テ
ロ
の

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
館
を
会
場
と
す
る
「
国
民
社
会
主
義
に
お
け
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ル
タ
ー
」
と
い
う
企
画
展
を
質
的
量
的
に
超
え
る
も
の
は
な
い
（
写
真
（
）。
こ

写真 （　 ベルリンのテロのトポグラフィー館の企画展「国民社会主義におけるマ
ルティン・ルター」（筆者撮影）
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の
企
画
展
で
は
ナ
チ
ス
と
ル
タ
ー
派
教
会
指
導
者
た
ち
の
「
結
託
」
を
示
す
大
量
の
写
真
資
料
や
文
書
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
種
の

展
示
会
が
宗
教
改
革
五
百
周
年
の
年
に
催
さ
れ
る
と
予
想
し
て
い
た
人
は
多
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
企
画
に
は
戦
後
ド
イ
ツ
の

「
過
去
の
克
服
」
の
精
神
が
息
づ
い
て
お
り
、
図
録
に
は
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ガ
イ
ル
ス
や
オ
ラ
ー
フ
・
ブ
ラ
シ
ュ
ケ
な
ど
、
第
一
線
の
現

代
史
家
が
詳
し
い
解
説
文
を
寄
せ
て
い
る）

11
（

。

（
（
）
ベ
ル
リ
ン

首
都
ベ
ル
リ
ン
で
の
特
別
展
は
、「
ル
タ
ー
エ
フ
ェ
ク
ト
─
─
世
界
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
五
百
年
」
と
題
し
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・

グ
ロ
ピ
ウ
ス
バ
ウ
で
催
さ
れ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
宗
教
改
革
以
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
歩
み
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

規
模
で
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。
近
年
、
英
米
や
ド
イ
ツ
の
研
究
者
た
ち
が
宗
教
改
革
の
複
数

の
潮
流
を
意
識
し
て
「
諸
宗
教
改
革 Reform

ationen/Reform
ations

」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
の
用
語
を

採
用
し
て
ル
タ
ー
派
だ
け
で
な
く
改
革
派
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
、
さ
ら
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
の
動
き
に
も
目
を
配
り
、
再
洗
礼
派
そ
の

他
の
急
進
派
（
少
数
派
）
に
も
目
を
向
け
て
い
た
。
こ
の
傾
向
は
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
と
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
特
別
展
で
も
確
認
で
き
る

が
、
多
様
性
を
重
視
す
る
姿
勢
は
ベ
ル
リ
ン
の
企
画
が
も
っ
と
も
強
い
。
展
示
物
に
は
一
五
二
七
年
に
ス
イ
ス
と
ド
イ
ツ
の
境
に
位
置
す

る
村
（
シ
ャ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
シ
ュ
ラ
イ
ト
ハ
イ
ム
）
で
編
ま
れ
た
ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
の
信
仰
告
白
の
古
い
印
刷
本
が
含
ま
れ
て
い
た
。

ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
は
教
会
と
国
家
権
力
の
癒
着
を
許
さ
ず
、
幼
児
洗
礼
に
よ
っ
て
人
を
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
自
動
的
に
組
み
入
れ
る
体

制
に
異
議
を
唱
え
、
自
覚
的
信
仰
を
前
提
と
し
た
聖
書
的
な
成
人
洗
礼
を
求
め
た
。
そ
の
結
社
原
理
は
当
時
の
社
会
秩
序
、
政
治
秩
序
と

は
相
容
れ
な
か
っ
た
。
な
お
ベ
ル
リ
ン
の
特
別
展
に
は
ス
イ
ス
系
再
洗
礼
派
と
は
別
の
流
れ
に
属
す
る
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
に

関
連
す
る
展
示
物
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
指
導
者
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
デ
ン
の
肖
像
を
レ
リ
ー
フ
に
し
た
ス
ト
ー
ブ
タ
イ
ル
で
あ
る
。
小

（1
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さ
な
作
品
だ
が
、
丹
念
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
改
革
の
傍
流
と
し
て
無

視
さ
れ
が
ち
な
急
進
派
の
あ
い
だ
に
も
彼
ら
な
り
の
記
憶
と
記
念
の
文
化
が
あ
っ

た
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
貴
重
な
遺
物
で
あ
る
。
な
お
ル
タ
ー
に
と
っ
て
再

洗
礼
派
は
死
刑
に
す
べ
き
反
乱
者
で
あ
り
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
も
同
じ
立
場
を

と
っ
て
い
た
。
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
に
は
フ
リ
ッ
ツ
・
エ
ル
ベ
と
い
う
名
の
再
洗

礼
派
信
徒
を
閉
じ
込
め
た
牢
獄
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
（
）。
エ
ル
ベ
は
ザ
ク
セ

ン
選
帝
侯
と
ヘ
ッ
セ
ン
方
伯
の
支
配
権
が
交
錯
す
る
地
域
で
一
五
三
三
年
に
逮
捕

さ
れ
た
が
、
斬
首
刑
を
求
め
る
選
帝
侯
（
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
）
と
宗
教
上

の
理
由
に
よ
る
死
刑
を
認
め
な
い
方
伯
（
フ
ィ
リ
ッ
プ
寛
大
侯
）
の
対
立
ゆ
え
に

刑
罰
の
確
定
を
み
な
い
ま
ま
一
五
四
八
年
に
獄
死
し
た）

11
（

。
こ
れ
は
宗
教
改
革
時
代

の
為
政
者
た
ち
の
寛
容
と
不
寛
容
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
貴
重
な
事

例
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
宗
教
改
革
五
百
周
年
の
諸
企
画
は
、
宗
教
改
革
の
敵
た

ち
、
異
分
子
た
ち
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
姿
勢
を
示
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ

る）
11
（

。ベ
ル
リ
ン
の
特
別
展
で
は
、
い
く
つ
か
の
企
画
展
示
室
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

ル
タ
ー
派
の
強
国
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
テ
ー
マ
と
し
た
部
屋
は
、
国
王
と
貴
族
に
よ

る
ル
タ
ー
主
義
の
受
容
、
教
会
体
制
の
整
備
、
聖
書
翻
訳
な
ど
を
扱
う
だ
け
で
な

く
、
サ
ー
ミ
の
伝
統
文
化
の
残
存
の
問
題
も
と
り
あ
げ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
民
衆

写真 （　 ヴァルトブルク城の南塔。再洗礼派フリッツ・エルベを収監した牢獄（筆
者撮影）
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史
（
先
住
民
史
）
を
重
視
す
る
姿
勢
が
表
れ
て
い
た
。
北
ア
メ
リ
カ
を
テ
ー
マ
と
す
る
部
屋
も
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ク
エ
ー
カ
ー
と
な

ら
ん
で
ド
イ
ツ
系
移
民
の
多
か
っ
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
が
と
く
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、
信
仰
の
自
由
を
求
め
た
メ
ノ
ナ
イ
ト
、
ア
ー

ミ
ッ
シ
ュ
、
ブ
レ
ザ
レ
ン
（
ジ
ャ
ー
マ
ン
・
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
／
ダ
ン
カ
ー
ズ
）、
シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ク
フ
ェ
ル
ダ
ー
、
ボ
ヘ
ミ
ア
兄
弟
団
、
生

活
の
向
上
を
求
め
た
ル
タ
ー
派
、
改
革
派
な
ど
の
大
西
洋
横
断
の
旅
と
入
植
地
で
の
教
会
生
活
、
日
常
生
活
に
光
を
あ
て
て
い
た
。
北
米

に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
・
ド
イ
ツ
文
化
の
保
存
、
先
住
民
や
黒
人
と
の
関
係
に
も
意
を
払
っ
て
い
た
。
韓
国
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を

扱
う
部
屋
も
あ
っ
た
。
韓
半
島
の
伝
統
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
の
融
合
の
諸
相
、
市
民
的
抵
抗
の
砦
と
し
て
機
能
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

会
の
今
昔
、
現
在
の
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
の
メ
ガ
チ
ャ
ー
チ
の
成
長
ぶ
り
な
ど
に
注
目
す
る
も
の
で
、
現
代
の
東
ア
ジ
ア
で
隆
盛
す
る
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
実
例
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人（
ド
イ
ツ
人
）に
理
解
さ
せ
る
機
会
を
提
供
し
て
い
た
。
ア
フ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
テ
ー

マ
に
す
る
部
屋
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
か
つ
て
ド
イ
ツ
の
植
民
地
で
あ
っ
た
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
主

題
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
伝
道
、
近
代
化
の
促
進
、
医
療
や
教
育
の
充
実
の
た
め
の
活
動
の
軌
跡
が
豊
富
な
映
像
資
料
と
と
も
に
紹

介
さ
れ
て
い
た
。
現
地
の
村
落
共
同
体
の
連
帯
（
ウ
ジ
ャ
マ
ー
）
の
精
神
の
継
承
や
伝
統
的
祝
祭
文
化
の
保
存
な
ど
、
民
衆
史
的
・
民
俗

学
的
な
視
点
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
た）

1（
（

。

北
米
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
広
が
り
を
テ
ー
マ
に
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
欧
米
や
日
本
の
帝
国
主
義
的
侵
略
と
植

民
地
支
配
の
実
態
、
先
住
民
に
対
す
る
加
害
の
事
実
を
直
視
す
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
特
別
展
は
そ
の
点
が
不
十
分
で

あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
公
式
図
録
の
結
び
の
言
葉
は
傾
聴
に
価
す
る
。「
預
言
、
癒
し
、
指
導
者
一
家
の
カ
リ
ス

マ
性
を
特
徴
と
す
る
コ
ン
ゴ
の
キ
ン
バ
ン
グ
教
会
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
土
着

化
し
、
変
容
を
遂
げ
て
い
る
。
西
洋
的
な
基
準
で
『
正
統
』
と
『
異
端
』
の
線
引
き
を
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
必
要
な
の
は
宗

教
（
宗
派
）
間
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
対
話
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
改
革
本
来
の
精
神
で
あ
る
」。
こ
れ
は
歴
史
家
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

（（
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ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
が
書
い
た
文
章
で
あ
る
。「
宗
教
改
革
本
来
の
精
神
」
が
宗
教
間
の
「
対
話
」
だ
と
い
う
説
明
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
入

れ
る
の
は
難
し
い
が
、
ル
タ
ー
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
論
客
や
ザ
ク
セ
ン
以
外
の
宗
教
改
革
者
た
ち
と
し
ば
し
ば
討
論
を
行
い
、「
公
正
で
自

由
な
公
会
議
」
の
開
催
も
求
め
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る）

11
（

。

現
在
、
宗
教
改
革
研
究
者
の
多
く
が
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
意
識
し
て
単
著
や
論
文
を
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
論
者
の

主
張
は
西
洋
中
心
主
義
を
抜
け
出
せ
て
い
な
い
。
宗
教
改
革
は
「
近
代
化
」
の
最
初
の
推
進
力
で
あ
り
、
そ
の
教
説
な
い
し
精
神
は
「
西

洋
文
明
」
と
と
も
に
「
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
」
に
波
及
し
た
と
い
う
グ
ラ
ン
ド
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
影
響
力
は
い
ま
だ
に
強
い
。
そ
う
し
た
状

況
の
な
か
で
、
上
述
の
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
主
張
は
先
進
的
な
部
類
に
属
す
る）

11
（

。

ル
タ
ー
の
敵
対
者
た
ち
や
各
種
の
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
注
目
し
、
再
評
価
を
行
う
傾
向
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ュ

ン
ツ
ァ
ー
の
拠
点
で
あ
っ
た
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
で
は
、
農
民
戦
争
博
物
館
に
お
い
て
特
別
展
「
ル
タ
ー
の
愛
さ
れ

ざ
る
兄
弟
た
ち
」
が
催
さ
れ
て
い
た
。
企
画
者
た
ち
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
以
来
の
社
会
主
義
者
た
ち
に
よ
る
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
研
究
、
旧
東
独

に
お
け
る
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
英
雄
化
を
回
顧
し
、
現
在
の
国
際
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
研
究
協
会
に
よ
る
地
道
な
調
査
活
動
の
継
続
状
況
も
紹
介

し
て
い
る
。
な
お
旧
東
独
時
代
、
こ
の
都
市
の
古
い
市
門
の
す
ぐ
そ
ば
に
据
え
ら
れ
た
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
石
像
は
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月

の
時
点
で
は
）
工
事
現
場
の
金
網
の
な
か
に
薄
汚
れ
た
姿
で
立
っ
て
お
り
、
か
つ
て
の
威
光
は
完
全
に
失
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
歴
史

画
家
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ピ
ッ
ト
ハ
ン
が
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
と
農
民
戦
争
を
主
題
と
し
て
一
九
五
〇
年
代
に
描
い
た
迫
力
満
点
の
大
作
は
旧
市

庁
舎
の
壁
を
飾
っ
て
お
り
、一
六
世
紀
の
遠
い
過
去
と
二
〇
世
紀
の
近
い
過
去
の
両
方
を
記
念
し
つ
づ
け
て
い
た
。い
く
ら
ル
タ
ー
が
ミ
ュ

ン
ツ
ァ
ー
を
「
熱
狂
主
義
者
」
扱
い
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
都
市
の
人
た
ち
は
ル
タ
ー
に
追
従
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
ル
タ
ー
と
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
思
想
が
終
末
論
や
悪
魔
観
の
面
で
は
同
じ
中
世
的
起
源
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
強
調
す
る
新
し

い
研
究
も
あ
る
か
ら
、
正
統
と
異
端
、
正
と
邪
の
古
い
枠
組
み
を
残
し
た
ル
タ
ー
中
心
主
義
的
な
宗
教
改
革
史
像
は
相
対
化
す
る
必
要
が

（（
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あ
る）

11
（

。
と
こ
ろ
で
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
展
示
物
の
な
か
で
訪
問
者
に
衝
撃
を
与
え

た
の
は
、
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
で
獄
死
し
た
再
洗
礼
派
フ
リ
ッ
ツ
・
エ
ル
ベ
の
遺
骨
と

考
え
ら
れ
る
人
骨
で
あ
る
（
写
真
（
）。
こ
れ
は
当
時
の
史
料
か
ら
判
明
し
た
埋
葬
場

所
で
二
〇
〇
六
年
に
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ル
ツ
州
の
ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
と
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ

ル
ン
で
開
か
れ
た
企
画
展
「
新
し
い
天
と
地
─
─
フ
ァ
ル
ツ
の
宗
教
改
革
」
も
少
数
派

に
目
を
向
け
て
お
り
、
丹
念
な
パ
ネ
ル
展
示
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ル
ツ
は
一
七

世
紀
に
選
帝
侯
た
ち
や
地
方
領
主
が
農
業
労
働
力
の
確
保
の
目
的
も
あ
っ
て
再
洗
礼
派

に
寛
容
な
政
策
を
と
り
、
ス
イ
ス
系
や
ア
ル
ザ
ス
系
の
再
洗
礼
派
の
集
住
地
が
数
多
く

生
ま
れ
た
場
所
で
あ
る
（
そ
こ
か
ら
北
米
に
渡
っ
た
再
洗
礼
派
も
多
い
）。
他
方
、
ノ

ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
エ
ッ
セ
ン
に
あ
る
ル
ー
ル
博
物
館
の
「
分

か
た
れ
た
天
国
─
─
宗
教
改
革
と
ラ
イ
ン
・
ル
ー
ル
地
域
の
宗
教
的
多
様
性
」
と
い
う

特
別
展
は
、
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
と
そ
の
後
の
「
多
宗
派
化
」
の
時
代
か
ら
現
代
ま

で
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、仏
教
徒
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
そ
の
他
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
形
成
を
追
う
大
が
か
り
な
企
画
で
あ
り
、
分
裂
と
多
様
化
、
小
グ
ル
ー
プ
の
叢

生
、
寛
容
な
空
間
を
求
め
る
新
た
な
少
数
派
の
到
来
と
い
う
五
百
年
の
歴
史
を
ふ
り
か

え
る
企
て
と
し
て
三
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
エ
グ
ジ
ビ
シ
ョ
ン
を
は
る
か
に
超
え
る
視
野
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

写真 （　 ミュールハウゼンの農民戦争博物館特別展「ルターの愛されざ
る兄弟たち」。再洗礼派フリッツ・エルベの遺骨（筆者撮影）

（（
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最
後
に
な
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
五
百
年
の
諸
企
画
に
反
対
し
、
裸
の
ル
タ
ー
の
巨
大
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
像
を
野
外
に
据
え
つ
け

て
「
宗
教
に
公
費
を
使
う
な
」
と
呼
び
か
け
る
団
体
が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ジ
ョ
ル
ダ
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
協
会
と
い

う
教
会
批
判
団
体
で
、
彼
ら
が
製
作
し
た
ル
タ
ー
像
の
黒
い
マ
ン
ト
の
背
面
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
す
る
ル
タ
ー
の
差
別
的
発
言
が
白
い
字

で
列
記
さ
れ
、「
ル
タ
ー
の
裸
の
真
実
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
醜
悪
な
「
展
示
物
」
だ
が
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
ヴ
ィ
ッ

テ
ン
ベ
ル
ク
を
訪
れ
、
目
抜
き
通
り
に
そ
そ
り
立
つ
こ
の
巨
像
を
眺
め
た
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
、
国
家
教
会
時
代
の
「
教
会
税
」
が
残

り
、
聖
職
者
の
給
与
、
教
会
の
修
築
、
各
種
の
行
事
の
予
算
が
賄
わ
れ
て
い
る
現
状
を
批
判
的
に
問
い
な
お
す
機
会
に
な
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。な
お
こ
の
裸
の
ル
タ
ー
像
は
ス
イ
ス
に
も
持
ち
込
ま
れ
、か
つ
て
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
改
革
事
業
を
展
開
し
た
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
グ
ロ
ー

ス
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
聖
堂
を
見
あ
げ
る
歩
道
に
「
設
置
」
さ
れ
た
。
ス
イ
ス
諸
州
も
教
会
税
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

二
〇
一
七
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
改
革
五
百
周
年
記
念
の
諸
行
事
は
、
三
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
エ
グ
ジ
ビ
シ
ョ
ン
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
一
九
世
紀
の
歴
史
主
義
や
ロ
マ
ン
主
義
の
思
潮
に
養
わ
れ
た
英
雄
礼
賛
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
受
け
継
ぎ
、
信
仰
と
祖
国
の
た
め
に

ハ
ン
マ
ー
を
ふ
る
っ
た
偉
大
な
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
ル
タ
ー
を
巨
額
の
公
費
を
投
じ
て
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
各
地
の

展
示
企
画
の
な
か
に
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
「
世
界
」
に
視
野
を
拡
大
し
、
敵
対
者
（
異
分
子
）
を
排
除
す
る
姿
勢
を
改
め
、
彼
ら
の

存
在
を
再
評
価
し
、
記
憶
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
新
し
い
意
識
を
反
映
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
民
衆
世
界
に
目
を
配
り
、
宗
派
間
・

宗
教
間
の
対
話
を
重
視
す
る
企
画
も
あ
っ
た
。
成
功
と
は
い
い
が
た
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
展
示
企
画
も

み
ら
れ
た
。
宗
教
改
革
か
ら
五
百
年
後
の
ド
イ
ツ
社
会
に
は
古
い
観
念
と
新
し
い
発
想
が
同
居
し
て
お
り
、
研
究
者
の
世
界
も
百
家
争
鳴

（（
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の
状
態
で
あ
る
。

今
後
の
研
究
の
課
題
は
、
第
一
に
、
一
九
世
紀
的
な
「
国
家
」
の
枠
組
を
相
対
化
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
野
の
宗
教
改
革
像
を
あ
ら
た

に
つ
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ル
タ
ー
時
代
の
ド
イ
ツ
は
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
ル
タ
ー
は
ド
イ
ツ
人
だ
け

を
見
つ
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ル
タ
ー
が
非
ド
イ
ツ
語
圏
の
思
想
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
と
ド
イ
ツ
以
外

の
世
界
に
ど
の
よ
う
に
媒
介
し
た
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
早
期
の
宗
教
改
革
に
関
す
る
個
別
研
究
は
す
で
に
豊
富
に
存
在
し
、

ウ
ィ
ク
リ
フ
や
フ
ス
の
重
要
性
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
が
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
史
の
研

究
に
有
機
的
に
統
合
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
確
か
で
あ
る
。
ル
タ
ー
思
想
の
何
が
革
新
的
な
の
か
、
同
じ
信
仰
は
歴
史
上
ど
こ
に
も

存
在
し
な
か
っ
た
の
か
、
中
世
史
家
と
の
協
働
に
よ
る
研
究
の
深
化
が
望
ま
れ
る
。
一
方
、
ル
タ
ー
お
よ
び
ル
タ
ー
派
世
界
に
お
け
る
人

文
主
義
の
行
方
を
探
る
こ
と
も
、
巨
視
的
な
視
野
で
の
宗
教
改
革
史
の
考
察
に
は
欠
か
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
さ
い
に

は
、
や
は
り
ル
タ
ー
と
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
比
較
が
有
益
で
あ
る
。
あ
る
面
で
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
ル
タ
ー
が
破
壊
し
た
も
の
を
修
復
す
る
役

割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

第
二
の
課
題
は
、
異
宗
派
・
異
端
者
・
異
宗
教
の
信
奉
者
と
の
衝
突
、
交
渉
、
共
存
の
諸
相
を
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
非
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
関
し
て
総
合
的
に
研
究
し
、
ル
タ
ー
思
想
・
宗
教
改
革
思
想
の
可
能
性
と
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
た
ち
が
い
つ
ご
ろ
「
正
統
と
異
端
」
の
中
世
的
二
分
法
を
抜
け
出
し
た
か
、
そ
し
て
ま
た
啓
蒙
期
の
新
し
い
偏
見
で
あ
る
「
文
明

と
野
蛮
」
の
二
分
法
を
い
つ
克
服
し
た
か
を
調
べ
る
こ
と
は
、
異
教
の
民
や
未
開
の
民
に
対
す
る
蔑
視
、
一
方
的
な
憐
憫
、
そ
し
て
暴
力

に
よ
る
強
制
や
殺
戮
を
許
容
す
る
心
性
の
克
服
の
歴
史
（
な
い
し
は
こ
れ
を
克
服
で
き
な
い
呪
縛
の
歴
史
）
を
た
ど
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
問
題
を
深
く
検
討
し
な
い
ま
ま
に
海
外
伝
道
の
歴
史
を
い
く
ら
研
究
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
超
え
る
新
し
い
グ
ロ
ー
バ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
描
け
な
い
。
せ
い
ぜ
い
古
い
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
拡
大
」
の
歴
史
を
な
ぞ
る
に
と
ど
ま
る
。
な
お
筆
者
は
、
二
〇
一
七
年

（（
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に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
開
か
れ
た
宗
教
改
革
五
百
周
年
記
念
の
学
術
会
議
で
報
告
を
行
い
、
欧
米
の
再
洗
礼
派
と
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン

を
例
に
潜
伏
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
と
習
俗
の
東
西
比
較
を
試
み
た
。
そ
の
さ
い
筆
者
は
、
従
来
の
神
学
研
究
や
教
会
政
治
史
の
担
い
手

た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
ほ
と
ん
ど
ア
プ
リ
オ
リ
に
高
度
か
つ
純
粋
な
も
の
と
措
定
し
て
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

の
土
俗
性
・
迷
信
性
を
指
摘
す
る
一
方
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
土
俗
と
迷
信
の
地
下
水
脈
に
は
関
心
を
示
し
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、
宗
教
改
革
史
の
研
究
は
習
俗
な
い
し
民
衆
文
化
の
研
究
を
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
不
完
全
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と

主
張
し
た）

11
（

。
一
九
世
紀
に
な
っ
て
も
多
く
の
ド
イ
ツ
人
が
ル
タ
ー
の
遺
品
（
た
と
え
ば
ベ
ッ
ド
や
机
の
断
片
）
を
求
め
、
そ
れ
ら
を
箱
や

包
み
の
な
か
に
護
符
と
し
て
収
め
、
保
管
し
て
い
た
事
実
は
、
一
部
の
民
俗
学
者
や
地
方
史
家
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

北
米
に
渡
っ
た
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
派
牧
師
の
な
か
に
は
、
護
符
や
呪
文
、
手
か
ざ
し
で
病
人
を
癒
し
た
り
、
狂
犬
を
お
と
な
し
く
さ
せ
た

り
す
る
術
を
使
う
人
た
ち
が
い
た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
教
会
史
が
封
印
し
て
き
た
事
象
に
ほ
か
な
ら
な
い）

11
（

。
本
稿
で
詳
述
し
た
三
つ
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
エ
グ
ジ
ビ
シ
ョ
ン
は
、
中
世
段
階
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
欧
の
サ
ー
ミ
の
世
界
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
、
北
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民

社
会
や
黒
人
社
会
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
と
土
着
的
文
化
の
関
係
を
問
う
て
い
る
が
、
宗
教
改
革
後
の
ド
イ
ツ
の
民
衆
文
化
（
多
く
の

在
地
聖
職
者
層
に
も
共
通
す
る
基
層
文
化
）
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
視
点
を
も
た
な
い
。
ま
る
で
そ
う
し
た
世
界
は
存
在
し
な
か
っ
た

か
の
よ
う
で
あ
る
。

第
三
の
課
題
は
、
宗
教
教
改
革
の
始
ま
り
に
関
す
る
議
論
の
深
化
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
困
難
だ
が
、
生
産
的
な
議
論
に
つ
な
が
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
サ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、「
九
五
箇
条
」
段
階
の
ル
タ
ー
は
「
ド
イ
ツ
化 turning Germ

an

」
の
度
合
い

を
強
め
つ
つ
、
い
ま
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
と
し
て
「
中
世
後
期
の
宗
教
改
革
」
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
失
敗
が
決
定
的
に
な
っ
た
あ
と

に
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
」
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
画
期
は
ル
タ
ー
が
僧
衣
を
脱
い
だ
一
五
二
四
年
で
あ
る）

11
（

。
サ
ー

ク
の
議
論
は
示
唆
的
で
あ
り
、リ
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
を
カ
ト
リ
ッ
ク
的
改
革
と
も
重
ね
合
わ
せ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。な
お
ル
タ
ー

（（
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は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
」
に
移
行
し
て
か
ら
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
伝
統
の
す
べ
て
を
棄
て
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
以
上
に
激

し
く
中
世
的
伝
統
（
聖
書
に
も
と
づ
か
な
い
聖
画
像
や
幼
児
洗
礼
の
慣
行
）
を
否
定
し
た
改
革
グ
ル
ー
プ
も
存
在
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と

思
想
面
・
制
度
面
で
近
い
ま
ま
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
い
た
。
な
お
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
者
た
ち
は
、
ル
タ
ー
が
育
て
て
カ

ル
ヴ
ァ
ン
が
受
け
継
い
だ
恩
寵
論
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
異
端
的
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
け
っ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
。
こ
う
考
え
る
と

日
本
語
の
「
宗
教
改
革
」
は
適
切
な
訳
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
「
宗
教
改
革
」
は
、
わ
が
国
で
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ア
メ

ン
・
ホ
テ
プ
四
世
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
あ
る
宗
教
か
ら
ま
っ
た
く
別
の
宗
教
に
断
固
と
し
て
移
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
近
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
改
革
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
別
の
宗
教
へ
の
移
行
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
を
廃
絶
し

て
キ
リ
ス
ト
教
を
復
活
さ
せ
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
改
革
も
含
むReform

ations

の
概
念
を
「
キ
リ
ス
ト
教
（
諸
）
改
革
」
と
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
タ
ー
を
宗
教
改
革
の
標
準
型
な
い
し
正
統
と
位
置
づ
け
る
狭
い
見
方
を
修
正
し
、
交
差
・
重
層
・
変
動
の
相
の

も
と
に
宗
教
改
革
（
キ
リ
ス
ト
教
改
革
）
の
歴
史
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
「
始
ま
り
」
に
つ
い
て
も
複
数
の
源
泉
を
想
定
し
、

そ
れ
ら
の
流
れ
が
合
わ
さ
っ
て
怒
涛
と
な
り
、
ま
た
支
流
に
流
れ
込
む
よ
う
な
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
に
は
じ
め
て
、
ハ
ン
マ
ー
を
も
っ
た
一
六
世
紀
の
ひ
と
り
の
ド
イ
ツ
人
を
宗
教
改
革
の
「
元
祖
」
と
す
る
よ
う

な
、
劇
画
的
に
創
ら
れ
た
宗
教
改
革
像
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

註（
1
）Cf. Iubilaeum

 Lutheranum
 A

cadem
iae A

rgentoratensis sive A
cta Secularis G

audii: Q
uod In H

onorem
 A

eterni Patris lum
inum

 &
 

om
ne donum

 perfectum
 e supernis descendit, &

 G
ratam

 M
em

oriam
 restitutae E

vangelii Lucis, A
rgentoratensis A

cadem
ia devota 

（（
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pietate celebravit, A

rgentrati 1（1（.

（
（
）T

hom
as A

. Brady, Em
ergence and Consolidation of Protestantism

 in the H
oly Rom

an Em
pire to 1（00, in: R. Po-chia H

sia (ed.), 
T

he Cam
bridge H

istory of Christianity 6: R
eform

 and E
xpansion 1500-1660, Cam

bridge, （00（, （（f.
（
（
）Peter M

arshall, 1517: M
artin Luther and the Invention of the R

eform
ation, O

xford, （01（

［
以
下M

arshall, Luther

と
略
す
］, （（-（（, 

（（-100. 

宗
教
改
革
百
周
年
の
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
高
津
秀
之
「
一
六
一
七
年
の
ド
イ
ツ
─
─
宗
教
改
革
か
ら
一
〇
〇
年
」、
踊
共
二
編
『
記
憶
と

忘
却
の
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
─
─
語
り
な
お
す
歴
史 

一
五
一
七
～
二
〇
一
七
年
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、
第
七
章
に
詳
し
い
。

（
（
）Sculptura H

istoriarum
 E

t T
em

porum
 M

em
oratrix: O

der N
utz und Lustbringende G

edächtnußkunst der M
erckw

ürdigsten W
eltge-

schichten aller Zeiten von E
rschaffung der W

elt bis auf das gegenw
ärtige 1697, hg. von Georg A

ndreas Schm
idt, Christoph W

eigel 
et al., N

ürnberg 1（（（, M
illenarii à Christo nato II. Seculum

 V
I. 

（
（
）M

arshall, Luther, （（-111.

（
（
）
菅
野
瑞
治
也
『
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
成
立
史
』（
春
風
社
、
二
〇
一
二
年
）、
二
六
二
頁
。

（
（
）W

irtschaftsbetriebe W
artburg GM

BH
 (H

g.), Luther und die D
eutschen. K

urzer Führer durch die N
ationale Sonderausstellung auf 

der W
artburg, Eisenach （01（

［
以
下Luther und die D

eutschen

と
略
す
］, （（.

（
（
）
ル
タ
ー
『
宗
教
改
革
三
大
文
書
─
─
付
「
九
五
箇
条
の
提
題
」』
深
井
智
朗
訳
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）、
一
三
～
四
四
（
訳
文
）、
四
二
三
、

四
二
四
頁
（
訳
者
解
説
）。

（
（
）
近
藤
勝
彦
「
世
界
史
の
中
の
宗
教
改
革
」、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
化
協
会
編
『
宗
教
改
革
の
現
代
的
意
義
』（
教
文
館
、
二
〇
一
八
年
）、
一
六
四
頁
を
参
照
。

（
10
）H

arriet Beecher Stow
e, Sunny M

em
ories of Foreign Lands, vol. （, Boston &

 N
ew

 Y
ork, 1（（（, （（1-（（（.

（
11
）M

arshall, Luther, 1（（-1（（. 

（
1（
）Barry Stephenson, Perform

ing the R
eform

ation. Public R
itual in the City of Luther, O

xford U
niversity Press, （010, （0-（（, 1（（-1（（. 

V
gl. H

ans-Ernst M
ittig, D

enkm
äler im

 19. Jahrhundert. D
eutung und K

ritik, M
ünchen 1（（（, （0（; Jochen Birkenm

eier, Luthers 
letzter W

ille. E
in R

undgang durch Luthers Sterbehaus, Potsdam
, （01（, （-1（, （（-（（.

（
1（
）
ラ
ン
ケ
「
宗
教
改
革
時
代
の
ド
イ
ツ
史
」、
林
健
太
郎
責
任
編
集
『
ラ
ン
ケ
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）、
四
〇
七
、
四
五
六
頁
。

（
1（
）M

arshall, Luther, 1（（f.

（
1（
）
踊
共
二
「
日
本
の
宗
教
改
革
史
研
究
─
─
過
去
・
現
在
・
未
来
」『
史
苑
』
一
九
四
号
（
二
〇
一
五
年
）、
一
五
六
～
一
五
八
頁
を
見
よ
。

（
1（
）
ラ
ン
ケ
、
前
掲
書
、
四
七
六
頁
。

（
1（
）Stephenson, op. cit., （（f; Silvio Reichelt, D

er E
rlebnisraum

 Lutherstadt W
ittenberg. G

enese, E
ntw

icklung und Bestand eines protes-

（0
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tantischen E

rinnerungsortes, Göttingen （01（, （0-（（.

（
1（
）Paul A

lthaus, Luther und das D
eutschtum

, Leipzig 1（1（, （-（.
（
1（
）M

arshall, Luther, 1（（.
（
（0
）H

ans von Schubert, Luther und seine lieben D
eutschen. E

ine V
olksschrift zur R

eform
ationsfeier, Stuttgart 1（1（, 1（（.

（
（1
）Christoph N

übel, D
ie M

obilisierung der K
riegsgesellschaft. Propaganda und A

lltag im
 E

rsten W
eltkrieg in M

ünster, M
ünster in 

W
estfalen （00（, （（.

（
（（
）
ヒ
ト
ラ
ー
時
代
の
教
会
に
つ
い
て
は
、
ナ
チ
ス
に
抵
抗
し
た
教
会
人
が
い
た
こ
と
も
含
め
、
宮
田
光
男
『
ル
タ
ー
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
先
駆
者
だ
っ
た
か
─
─

宗
教
改
革
論
集
』（
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
の
終
章
を
参
照
。

（
（（
）H

artm
ut Lehm

ann, Luthergedächtnis 1817 bis 2017, Göttingen （01（, （（1-（（（. 

踊
共
二
「
宗
教
改
革
五
百
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
─
─
記
念
日

の
歴
史
学
」『
歴
史
と
地
理
─
─
世
界
史
の
研
究
』
七
一
六
号
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）、
六
一
～
六
四
頁
も
参
照
。

（
（（
）V

olker Leppin D
ie M

onum
entalisierung Luthers. W

arum
 vom

 T
hesenanschlag erzählt w

urde, und w
as davon zu erzählen ist, in: 

Joachim
 O

tt und M
artin T

reu (H
g.), Luthers T

hesenanschlag. Faktum
 und Fiktion, Leipzig （00（, （（-（（.

（
（（
）
事
業
数
は
「
ル
タ
ー
の
一
〇
年
」
事
務
局
の
発
表
に
よ
る
。
予
算
に
つ
い
て
は
中
部
ド
イ
ツ
放
送
М
Ｒ
Ｄ
の
報
道
に
よ
る
。https://w

w
w

.m
dr.de/

reform
ation（00/reform

ationsjubilaeum
-w

irtschaft-refjahr-100.htm
l

（
（（
）https://w

w
w

.luther（01（.de/neuigkeiten/rund-（00-000-besucher-bei-den-nationalen-sonderausstellungen/

（
（（
）Luther und die D

eutschen, （（f. 

（
（（
）V

olker Plagem
ann, V

aterstadt, V
aterland, schütz D

ich G
ott m

it starker H
and. D

enkm
äler in H

am
burg, H

am
burg 1（（（, 11（.

（
（（
）
菅
野
、
前
掲
書
、
二
六
〇
頁
。

（
（0
）V

olker Leppin, “N
icht seine Person, sondern die W

arheit zu verteidigen” D
ie Legende vom

 T
hesenanschlag in lutherischer H

isto-
riographie und M

em
oria, in: H

einz Schilling (H
g.), D

er R
eform

ator M
artin Luther 2017, M

ünchen （01（, 100f; Luther und die 
D

eutschen, （（.

（
（1
）Luther und die D

eutschen, （（.

（
（（
）Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-A

nhalt (H
g.), Luther! 95 Schätze - 95 M

enschen, W
ittenberg （01（

［
以
下 95 Schätze - 95 

M
enschen

と
略
す
］, （（f. V

gl. M
artin T

reu, U
rkunde und Reflexion. W

iederentdeckung eines Belegs von Luthers T
hesenanschlag, 

in: Joachim
 O

tt und M
artin T

reu (H
g.), a. a. O

., （（-（（.

（
（（
）T

hom
as K

aufm
ann, G

eschichte der R
eform

ation in D
eutschland, Berlin （01（, 1（（f.

（1
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（
（（
）V

olker Leppin, Geburtsw
ehen und Geburt einer Legende. Zu Rörers N

otiz vom
 T

hesenanschlag, in: Luther （（ (（00（), 1（（-1（0.

（
（（
）http://w

w
w

.zdf-jahrbuch.de/（00（/program
m

arbeit/arens.htm
（
（（
）95 Schätze - 95 M

enschen, （0（f., （1（f., （（（f., （（0f., （（（., （0（f., （（0f., （（0f., （（（f., （（（. 

九
五
人
の
な
か
に
は
ル
タ
ー
の
同
時
代
人
た
ち
、
君
主
、

神
学
者
、
哲
学
者
、
文
学
者
、
芸
術
家
な
ど
が
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
制
約
も
あ
る
た
め
特
別
展
の
性
格
が
濃
厚
に

表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
人
物
を
と
り
あ
げ
た
。

（
（（
）
踊
共
二
「
宗
派
化
と
世
俗
化
の
歴
史
解
釈
─
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
」『
東
欧
史
研
究
』
四
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）、
九
七
～

一
〇
八
頁
を
参
照
。
こ
の
論
考
は
、
宗
教
改
革
、
宗
教
改
革
後
の
多
宗
派
化
、
西
欧
の
宗
教
勢
力
の
海
外
進
出
、
他
宗
派
・
他
宗
教
と
の
邂
逅
、
相
互
作

用
に
関
す
る
今
世
紀
の
諸
研
究
を
整
理
し
、
東
欧
や
ユ
ダ
ヤ
教
世
界
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
動
向
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、
歴
史
解
釈
の
方
法
論
に
つ
い

て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）Stiftung T

opographie des T
errors, Gedenkstätte D

eutscher W
iderstand und U

lrich Prehn (Bearb.), Ü
berall Luthers W

orte. M
artin 

Luther im
 N

ationalsozialism
us, Berlin （01（.

（
（（
）Peter M

atheson, Christianity from
 below

, in: P. M
atheson (ed.), R

eform
ing Christianity, M

inneapolis, M
innesota, 1f.

（
（0
）D

eutsches H
istorisches M

useum
 (H

g.), D
er Luther E

ffekt. 500 Jahre Protestantism
us in der W

elt, Berlin （01（

［
以
下D

er Luther 
E

ffekt

と
略
す
］, 1（-（（.

（
（1
）D

er Luther E
ffekt, （（-（（（, （01.

（
（（
）
ル
タ
ー
、
前
掲
、『
宗
教
改
革
三
大
文
書
』、
五
三
、
六
七
～
七
一
、
九
三
頁
を
参
照
。

（
（（
）
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
宗
教
改
革
研
究
の
国
際
誌
で
も
同
じ
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。W

olfgang Reinhard, D
ialektik christlicher W

eltw
irkung, in: 

A
rchiv für R

eform
ationsgeschichte 10（ (（01（), （（（-（（（.

（
（（
）Peter M

atheson, Luther’s Reform
ation and that of the Radicals, in: M

ennonite Q
uarterly R

eview
 （0 (（01（), （（-（（.

（
（（
）https://w
w

w
.m

dr.de/kultur/them
en/luthers-ungeliebte-brueder-refjahr100.htm

l

（
（（
）H

einrich T
heodor Grütter, M

agdalena D
rexl, A

xel H
eim

soth, Reinhild Stephan-M
aaser (H

g.), D
er geteilte H

im
m

el. R
eform

ation 
und religiöse V

ielfalt an R
hein und R

uhr, Essen （01（.

（
（（
）
菱
刈
晃
夫
『
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
人
間
学
と
教
育
思
想
─
─
研
究
と
翻
訳
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）、
第
一
～
四
章
を
参
照
。

（
（（
）
筆
者
の
報
告
内
容
はK

arla Boersm
a &

 H
erm

an J. Selderhuis (eds.), M
ore than Luther. T

he R
eform

ation and the R
ise of Pluralism

 in 
E

urope, V
andenhoeck &

 Ruprecht, Göttingen （01（ (in preperation) 
にT

he European Reform
ation and the Christian M

inority in 
Early M

odern Japan

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
る
。

（（
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（
（（
）Patrick J. D

onm
oyer, Pow

w
ow

ing in Pennsylvania. Braucherei &
 the R

itual of E
veryday Life, K

utstow
n, Pennsylvania, （01（, （（-

（（.
（
（0
）Eric Leland Saak, Luther and the R

eform
ation of the Later M

iddle A
ges, Cam

bridge U
niversity Press, （01（, （（（f., （（（-（（（.

※
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP1（K

0（1（（

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（（


