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ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
が
画
期
的
な
活
版
印
刷
術
を
発
明
し
た
15
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
、も
う
一
つ
重
要
な
情
報
伝
達
手
段
が
誕
生
し
て
い
ま
し
た
。

彫
刻
刀
で
直
接
金
属
板
を
彫
る
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
と
、鉄
筆
で
描
い
た
線
を
腐
食
さ
せ
る
エ
ッ
チ
ン
グ
で
す
。

い
ず
れ
も
強
圧
の
回
転
式
印
刷
機
を
つ
か
い
、紙
に
イ
ン
キ
を
う
つ
し
取
る
銅
凹
版
技
法
で
し
た
。

今
回
は
、ド
イ
ツ
か
ら
イ
タ
リ
ア
、そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
へ
銅
凹
版
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

代
表
す
る
版
画
家
に
影
響
を
あ
た
え
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
と
り
わ
け
カ
ロ
の
名
を
高
め
た
の
が

エ
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。
通
常
の
エ
ッ
チ
ン
グ
で
つ
か
わ
れ

る
鉄
筆
で
は
、画
線
の「
表
情
」に
限
界
が
あ
り
ま
し

た
。と
こ
ろ
が
エ
シ
ョッ
プ
と
よ
ば
れ
る
彫
刻
刀
を
つ

か
う
と
、
太
い
線
と
細
い
線
で
ビ
ュ
ラ
ン
の
よ
う
な

シ
ャ
ー
プ
で
か
つ
豊
か
な
表
現
が
可
能
と
な
り
ま

す
。エ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
っ
て
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の
よ

う
な
効
果
も
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
技

術
改
良
で
あ
り
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
も
い
え
る
で

し
ょ
う
。カ
ロ
の
弟
子
に
あ
た
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ボ
ス

が
銅
版
画
技
法
書
の
な
か
で
丁
寧
に
こ
の
偉
業
を

紹
介
し
て
い
ま
す（
❹
）。

フ
ラ
ン
ス
で
進
化
し
た

カ
ラ
ー
銅
版
画

1
6
4
0
年
頃
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起
こ
る

1
7
8
9
年
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
印
刷

市
場
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
長
引
く
戦

争
や
政
争
で
他
国
が
国
力
を
落
と
す
な
か
、
植
民

地
貿
易
や
国
内
工
業
発
達
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
君

臨
し
た
フ
ラ
ン
ス
。
経
済
的
繁
栄
に
加
え
、宮
廷
や

貴
族
に
よ
る
学
問
芸
術
の
保
護
政
策
の
お
か
げ
で
、

詩
、演
劇
、芸
術
、音
楽
、科
学
な
ど
が
花
開
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
随
一
の
文
化
国
家
に
フ
ラ
ン
ス
は
な
っ
て
い
ま

し
た
。「
芸
術
の
都
」
に
な
っ
た
パ
リ
で
は
、従
来
の

エ
リ
ー
ト
層
に
加
え
、
大
商
人
や
職
人
に
ま
で
社

交
・
文
化
生
活
が
ひ
ろ
ま
り
、新
た
な
読
者
層
が
う

ま
れ
ま
す
。
文
芸
サ
ロ
ン
や
読
書
ク
ラ
ブ
に
出
入

り
し
、
貸
本
屋
で
本
を
入
手
す
る
読
者
の
な
か
に

は
、
書
斎
に
油
彩
画
を
飾
る
教
養
人
も
現
れ
ま
し

た
。
高
ま
る
需
要
に
画
壇
だ
け
で
は
こ
た
え
き
れ

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
色
彩
あ
ふ
れ
る
名
画
の
代
わ
り

と
な
る
〝
コ
ピ
ー
〟が
ひ
ろ
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
ル
・
ブ
ロ
ン
は
、ニ
ュ
ー

ト
ン
が
発
見
し
た
光
と
色
の
理
論
を
ヒ
ン
ト
に
、
3

色
の
色
版
を
「
重
ね
」、フ
ル
カ
ラ
ー
再
現
す
る
メ
ゾ

チ
ン
ト
を
開
発
し
ま
す
。ド
イ
ツ
で
版
画
が
誕
生
し

て
以
来
、
印
刷
の
多
色
化
は
長
年
の
懸
案
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
苦
闘
の
歴
史
に
終
止
符
を
打
つ
印
刷

理
論
が
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の
一
種
、カ
ラ
ー
メ
ゾ

チ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
す
。
１
７
３
７
年
に
は
フ
ラ
ン
ス

国
王
か
ら
許
可
を
得
て
名
画
を
複
製
す
る
事
業
を

立
ち
あ
げ
、
さ
ら
に
弟
子
ジ
ャ
ッ
ク
・
フ
ァ
ビ
ア
ン
・

ゴ
ー
テ
ィ
エ
・
ダ
ゴ
テ
ィ
は
同
技
法
に
よ
る
人
体
解
剖

図
を
出
版
し
ま
す
（
❺
）。ゴ
ー
テ
ィ
エ
・
ダ
ゴ
テ
ィ
は

表
面
に
ニ
ス
を
塗
る
こ
と
で
、油
彩
画
の
よ
う
な
効

果
を
出
し
て
い
ま
す
。
増
え
続
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
層

の
居
間
を
飾
る
絵
画
の
代
わ
り
と
し
て
、こ
う
い
っ

た
メ
ゾ
チ
ン
ト
銅
版
が
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

一
方
で
ル
・
ブ
ロ
ン
に
は
じ
ま
る
フ
ラ
ン
ス
で
の
多

色
刷
銅
版
画
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
機
に
下
火
に
な
っ

た
の
は
、政
治
の
混
乱
ば
か
り
が
要
因
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
同
時
代
に
登
場
し
た
石
版
画（
リ
ト
グ
ラ
フ
）の

お
か
げ
で
、よ
り
簡
単
に
油
彩
画
の
コ
ピ
ー
が
可
能

に
な
っ
た
の
で
す
。し
か
し
、そ
こ
に
は
ル
・
ブ
ロ
ン
や

ゴ
ー
テ
ィ
エ
・
ダ
ゴ
テ
ィ
が
体
現
し
た
色
彩
理
論
が
生

き
づ
い
て
い
ま
し
た
。カ
ラ
ー
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
三
色
説

は
現
代
の
印
刷
現
場
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

カ
ロ
に
よ
る
エ
シ
ョ
ッ
プ
や
ル
・
ブ
ロ
ン
／
ゴ
ー
テ
ィ

エ
・
ダ
ゴ
テ
ィ
に
よ
る
カ
ラ
ー
印
刷
の
よ
う
に
、17-

18

世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
版
画
の
現
場
で
、
新
た
な
道
具
や

印
刷
手
法
が
う
ま
れ
ま
し
た
。
本
の
挿
絵
は
も
ち

ろ
ん
、ア
ー
ト
や
人
体
解
剖
図
の
よ
う
な
科
学
分
野

で
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
確
か
な
地
位
を
銅
版
画

は
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

（
印
刷
博
物
館　

学
芸
員　

中
西
保
仁
）

メ
ゾ
チ
ン
ト
：エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の
一
種
。あ
ら

か
じ
め
細
か
な
傷
を
つ
け
た
銅
板
の
表
面
を
彫
刻

し
、
絵
柄
を
描
出
す
る
銅
版
技
法
。
暗
闇
に
人
物

や
物
体
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
効
果
が
特
徴

斎
藤
敦
氏
ご
遺
族
様
か
ら
の
寄
贈
資
料
の
一
部

を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
改
め
て
こ
こ
に
感
謝
の
意

を
表
し
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
発
展
し
た
版
画

ド
イ
ツ
か
ら
イ
タ
リ
ア
へ

そ
も
そ
も
金
銀
を
含
む
金
属
板
に
模
様
を
彫
る
行

為
そ
の
も
の
は
ギ
リ
シ
ャ
や
エ
ト
ル
リ
ア
・
ロ
ー
マ
な

ど
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。け
れ
ど
も
版
に

し
て
印
刷
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
15
世
紀
以
前
に

見
当
た
り
ま
せ
ん
。
1
4
3
0
年
頃
の
ド
イ
ツ
で
、

鍛
冶
屋
が
自
分
の
デ
ザ
イ
ン
を
記
録
し
て
お
く
た
め

に
版
画
を
思
い
つ
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
以
降
、宗
教

関
係
に
加
え
、民
衆
や
動
物
、装
飾
模
様
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
銅
版
画
が
、回
転
式
印
刷
機
で
製
作
さ
れ

て
き
ま
し
た（
❶
）。

こ
の
銅
板
を
用
い
た
新
し
い
複
製
技
術
に
真
っ
先

に
注
目
し
た
の
が
イ
タ
リ
ア
の
芸
術
家
で
し
た
。
例

え
ば
有
名
な
画
家
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
拠
点
と
す
る
イ
タ

リ
ア
・
ロ
ー
マ
で
、1
5
1
0
年
頃
か
ら
版
画
家
マ
ル

カ
ン
ト
ニ
オ
・
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
を
雇
い
ま
す
。
ラ
イ
モ

ン
デ
ィ
に
下
絵
を
描
か
せ
、ク
ロ
ス
ハ
ッ
チ
ン
グ
（
彫
線

を
交
差
さ
せ
濃
淡
を
表
現
す
る
手
法
）
を
工
夫
し
た
エ
ン

グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
を
数
多
く
残
し
ま
し
た
。ラ
フ
ァ
エ

ロ
本
人
が
す
べ
て
を
監
督
し
、
校
正
し
て
い
ま
す
。

ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
の
素
晴
ら
し
い
技
の
お
か
げ
で
、芸
術

家
の
作
品
生
産
の
手
法
と
し
て
、
モ
ノ
ク
ロ
と
は
い

え
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
か
証

明
さ
れ
ま
し
た
。ド
イ
ツ
で
誕
生
し
た
銅
版
画
が
イ

タ
リ
ア
・ル
ネ
サ
ン
ス
の
一
翼
を
担
っ
て
い
き
ま
す
。

エ
ッ
チ
ン
グ
の
改
良

エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィン
グ
を
め
ざ
し
て

銅
版
術
は
こ
の
あ
と
フ
ラ
ン
ス
で
ひ
ろ
ま
り
ま
す
。

ま
ず
16
世
紀
初
頭
か
ら
活
版
印
刷
と
と
も
に
本
の

挿
絵
と
し
て
版
画
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
き
ま
す
（
❷
）。

こ
の
時
祷
書
に
は
微
細
な
線
や
点
描
の
挿
絵
が
確

認
で
き
ま
す
が
、
木
版
で
は
か
な
り
困
難
な
表
現

で
、
金
属
凸
版
と
お
も
わ
れ
ま
す
（
た
だ
し
墨
版
の

み
。
他
は
手
彩
色
）。
金
属
版
は
凹
版
の
み
な
ら
ず
、

凸
版
で
も
つ
か
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

16
世
紀
半
ば
、フ
ラ
ン
ス
国
王
が
イ
タ
リ
ア
か
ら

多
く
の
美
術
家
を
パ
リ
に
よ
び
寄
せ
、
版
画
を
製

作
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
影
響
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
は
版

画
を
さ
ら
に
熱
心
に
手
が
け
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

1
6
0
0
年
代
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
版
画
史
に
名
を

残
し
た
の
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
カ
ロ（
1
5
9
2‒

1
6
3
5

年
）
で
す
（
❸
）。フ
ラ
ン
ス
の
北
東
部
ナ
ン
シ
ー
生
ま

れ
の
カ
ロ
は
、1
6
0
8
年
に
ロ
ー
マ
で
銅
版
画
を
学

ぶ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
メ
デ
ィ
チ
家
に
仕
え
、
宮
廷
の

様
子
や
祝
祭
の
版
画
を
残
し
ま
す
。
生
涯
に
１
︐

4
0
0
点
超
の
エ
ッ
チ
ン
グ
作
品
を
の
こ
し
た
カ
ロ

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
戻
る
と
戦
争
の
悲
惨
な
光
景
、
死

神
、
喜
劇
俳
優
、
旅
芸
人
の
姿
を
取
り
あ
げ
ま
し

た
。
の
ち
に
デ
ッ

ラ
・
ベ
ッ
ラ
（
イ
タ
リ

ア
）や
ゴ
ヤ（
ス
ペ
イ

ン
）
な
ど
各
国
を
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