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序
説

　

本
稿
は
、
東
藤
次
郎
旧
蔵
本
『
吉
利
支
丹
抄
物
』
と
、
十
六
世
紀
の
ス
ペ
イ

ン
の
偉
大
な
思
想
家
・
説
教
師
た
る
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
が
著
し
た
、
サ

ラ
マ
ン
カ
版G

uía de pecadores

（『
罪
人
の
導
き
』）
と
の
関
係
に
つ
い
て
論

ず
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
対
照
比
較
を
通
じ
て
、
ま
た
当
時
の
史
料
を
手
掛

か
り
に
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
たG

uía de pecadores

の
抄
訳
が

存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
本
写
本
の
成
立
に
関
わ
る
新
た

な
事
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

　

本
研
究
に
い
う
と
こ
ろ
の
『
吉
利
支
丹
抄
物
』
と
は
、
旧
高
槻
領
の
一
部
に

あ
た
る
大
阪
府
三
島
郡
清
渓
村
大
字
千
提
寺
（
現
在
は
茨
木
市
に
編
入
）
の
東

藤
次
郎
氏
宅
（
旧
キ
リ
シ
タ
ン
家
）
か
ら
、
一
九
二
〇
年
、
数
多
の
キ
リ
シ
タ

ン
遺
物
と
と
も
に
発
見
さ
れ
た
国
字
の
古
写
本
で
あ
る
。
発
見
直
後
、
大
正
九

（
一
九
二
〇
）
年
十
月
一
日
の
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
紙
上
「
全
く
珍
中
の
珍
」

と
報
ぜ
ら
れ
、
新
村
出
氏（

1
）

を
は
じ
め
、
諸
賢
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た（

2
）。

し
か
し
そ
の
後
、
他
の
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
群
の
中
に
埋
没
し
、
新
村
氏
の
研
究

成
果
が
ほ
と
ん
ど
深
化
を
見
せ
ず
に
、
長
い
年
月
が
経
過
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、

本
資
料
が
題
名
も
奥
書
の
類
も
一
切
持
た
ず
、
成
立
事
情
を
容
易
に
知
る
術
が

な
い
こ
と
に
大
い
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
の
筆
者
は
以
前
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
の
大
半
を
占
め
る
「
一
七
日
に

わ
く
る
最
初
の
め
ぢ
さ
ん（

3
）

の
七
ケ
条
」（
以
下
、「
七
ケ
条
」
と
略
称
）
は
、

T
ratado de la oración y m

editación

（『
祈
り
と
黙
想
論
』、
以
下

T
ratado...

と
略
称
）
の
邦
訳
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

4
）。

そ
の
際
に
詳

述
し
た
よ
う
に
、T

ratado...

は
、
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
大
著Libro 

東
藤
次
郎
旧
蔵
本
『
吉
利
支
丹
抄
物
』
とG

uía de pecadores

と
の
関
係
に
つ
い
て

ソ
ブ
チ
ェ
ッ
ク
・
マ
ウ
ゴ
ジ
ャ
ー
タ
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既
に
恐
れ
玉
ふ
御
心
深
く
、｜ 

並
み
居
玉
ふ
御
弟
子
た
ち ｜
御
気
色
を
見
及

び
申
［
す
］。
い
か
にpe （

5
） 

何
と
て
さ
ほ
ど
ま
で
恐
れ
玉
ふ
ぞ
、
と
云
ば
、

今
新
き
事
に
あ
ら
ず
。
存
命
の
間
持
ち
た
る
恐
れ
也
、
と
返
事
さ
せ
ら
れ

た
る
と
也（

6
） 

（「
七
ケ
条
」
50
丁
オ
〜
50
丁
ウ
）。

　

こ
れ
は
、
死
を
主
題
と
す
る
黙
想
に
引
用
さ
れ
た
、
ア
ル
セ
ニ
オ
ス
（
あ
る

ぜ
に
よ（

7
））

の
臨
終
を
語
る
く
だ
り
で
あ
る
。「
七
ケ
条
」
は
、T

ratado...

の

日
本
語
訳
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
箇
所
を
原
文
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の
通

り
と
な
る
。

原
文
1　

D
e A

rsenio se escrive que estando yá para m
orir, 

com
enzó á tem

er. Y
 com

o sus discipulos le dijesen: Padre, y 

tú agora tem
es? respondió: H

ijos, no es nuevo a m
í este m

i este 

tem
or; porque siem

pre viví con él

（T
ratado... （

8
））. 

〈
邦
訳
〉
ア
ル
セ
ニ
ヨ
に
つ
い
て
、
彼
が
今
に
も
死
に
そ
う
に
な
っ
た
際
、

震
え
出
し
た
と
書
か
れ
て
あ
る
。
弟
子
た
ち
が
彼
に
「
父
よ
、
あ
な
た
は

今
恐
怖
を
お
持
ち
で
す
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
わ
が
子
ら
よ
。
こ
の

恐
怖
は
私
に
と
っ
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
私
は
常
に
そ
れ
を
持
っ
て

生
き
た
の
だ
」
と
答
え
た（

9
）。

de la oración y m
editación

（『
祈
り
と
黙
想
書
』）
を
ペ
ト
ロ
・
デ
・
ア
ル

カ
ン
タ
ラ
が
短
縮
し
て
出
版
し
た
書
で
あ
り
、
そ
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
議
論

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
手
に

な
っ
たLibro de la oración y m

editación

を
抜
き
に
し
て
そ
の
短
縮
版

は
生
ま
れ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
異
説
は
あ
る
も
の
の
、
同
書
は
ル
イ
ス
の
考

案
に
よ
る
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
に
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
影
響
が
随

所
に
認
め
ら
れ
、
本
写
本
の
一
部
分
が
同
氏
のG

uía de pecadores

（
以
下
、

G
uía...

と
略
称
す
る
こ
と
が
あ
る
）
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
く
。

そ
の
中
で
も
ま
ず
、
前
稿
に
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
論
を
説
き
起
こ
し
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。

1　
「
七
ケ
条
」
とG

uía de pecadores

　G
uía...

は
、
周
知
の
通
り
、
長
崎
の
コ
レ
ジ
オ
に
お
い
て
共
同
作
業
に
よ
っ

て
邦
訳
さ
れ
、
上
下
二
巻
本
『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』（
以
下
、『
ぎ
や
ど
』
と
略

称
す
る
こ
と
が
あ
る
）
と
し
て
一
五
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
ル
イ
ス
・

デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
名
作
に
基
づ
い
た
『
ぎ
や
ど
』
に
共
通
す
る
部
分
が
、『
吉

利
支
丹
抄
物
』
に
書
写
さ
れ
た
「
七
ケ
条
」
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

訳
文
1　

発
心
者
あ
る
ぜ
に
よ
と
申
大
善
人
御
末
期
に
及
ば
せ
た
ま
ふ
時
、
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para m
orir 

｜ cercado de sus discípulos ｜ , com
enzó á tem

er este 

trance de tal m
anera, que los discípulos entendiendo su tem

or, 

le dijeron: Padre, ¿ y tú agora tem
es ? Á

 los cuales respondió 

el sancto varón: H
ijos, no es nuevo en m

í este tem
or, porque 

siem
pre viví con él.

（G
uía..., Libro I, Capitulo V

II （
11
））

〈
邦
訳
〉
ア
ル
セ
ニ
ヨ
も
ま
た
聖
人
だ
っ
た
。［
彼
は
］｜ 

弟
子
た
ち
に
囲
ま

れ
て ｜、
今
に
も
死
に
そ
う
に
な
っ
た
際
、
震
え
出
し
た
。
そ
の
震
え
方

か
ら
、
弟
子
た
ち
が
そ
の
恐
怖
を
察
知
し
、
彼
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。

「
父
よ
、
あ
な
た
は
今
恐
怖
を
お
持
ち
で
す
か
」
と
。
彼
は
彼
ら
に
答
え

て
い
わ
く
「
わ
が
子
ら
よ
。
こ
の
恐
怖
は
私
に
と
っ
て
新
し
い
も
の
で
は

な
い
。
私
は
常
に
そ
れ
を
持
っ
て
生
き
た
の
だ
」
と
。

　
「
七
ケ
条
」
と
『
ぎ
や
ど
』
と
は
、
紛
れ
も
な
く
同
一
の
内
容
を
持
つ
逸
話

で
あ
る
。
原
著
者
が
共
通
す
る
た
め
、
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と

も
、
そ
れ
ほ
ど
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
邦
訳
を
比
較
し

て
み
る
時
、
二
つ
の
留
意
す
べ
き
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
目
は
、
両

者
の
細
か
い
言
葉
遣
い
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
ア
ル
セ
ニ
オ
ス

が
弟
子
た
ち
に
囲
ま
れ
た
と
い
う
情
報
が
『
ぎ
や
ど
』
に
存
し
な
い
こ
と
で
あ

る
。

　

ま
ず
、
語
句
の
使
い
方
に
注
目
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
ア
ル
セ
ニ
オ
ス
が
臨

　
「
七
ケ
条
」・T

ratado...

と
も
に
、
大
聖
た
る
ア
ル
セ
ニ
オ
ス
で
さ
え
も
、

い
ざ
死
に
際
と
な
る
と
、
恐
怖
に
駆
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
伝

え
る
逸
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
を
よ
く
読
み
比
べ
る
と
、
全
体
の
内
容
上

の
類
似
は
と
も
か
く
、
等
閑
視
し
が
た
い
相
違
点
も
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ

れ
は
す
な
わ
ち
、ア
ル
セ
ニ
オ
ス
が
弟
子
た
ち
に
囲
ま
れ
た
と
い
う
情
報
（「
七

ケ
条
」
の
「
並
み
居
玉
ふ
御
弟
子
た
ち
」
と
い
う
箇
所
）
がT

ratado...

に
見
当

た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
情
報
は
、
翻
訳
者
の
私
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
何
か
別
の
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を

ま
ず
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
上
で
、『
ぎ
や
ど
』
が
ア
ル
セ
ニ
オ
ス
に
関
す
る
同

一
の
逸
話
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
以
下
、「
七
ケ
条
」
と

T
ratado...

を
、
同
じ
原
著
者
の
手
に
な
っ
た
『
ぎ
や
ど
』（
訳
文
2
）
と

G
uía...

（
原
文
2
）
と
の
対
応
箇
所
と
比
較
し
て
み
る
。

訳
文
2　

さ
れ
ば
＊
さ
ん
と
・
あ
る
せ
に
よ
最
期
に
臨
ん
で
深
く
恐
れ
を

懐
き
給
ふ
が
故
に
御
弟
子
達
是
を
あ
や
し
み
、
如
何
に
御
親
、
か
ゝ
る
時

節
と
な
り
て
何
事
を
恐
れ
給
ふ
ぞ
と
問
ひ
奉
ら
れ
け
る
に
、
さ
ん
と
答
て

宣
く
、
此
恐
れ
わ
れ
に
を
ひ
て
珎
か
ら
ず
、
生
る
間
も
恐
れ
ず
と
云
事
な

し
と
、（『
ぎ
や
ど（

10
）』）

原
文
2　

Y
 sancto era tam

bién A
rsenio, el cual estando ya 
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と
し
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
大
雑
把
に
言
っ
て
、「
七
ケ
条
」
の
方
が
一
語
一
語

を
ほ
ぼ
忠
実
に
お
っ
て
い
る
、
原
文
直
訳
を
重
視
し
た
態
度
と
言
え
よ
う
。
一

方
、『
ぎ
や
ど
』
は
、
よ
り
自
由
で
そ
れ
な
り
に
彫
琢
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。
両
者
の
前
後
関
係
を
考
え
る
と
、
や
は
り
「
七
ケ
条
」
が
長
崎
版
『
ぎ

や
ど
』
よ
り
も
や
や
早
い
時
代
に
遡
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、T

ratado... 

に
対
応
箇
所
を
持
た
な
か
っ
た
「
七

ケ
条
」
の
「
並
み
居
玉
ふ
御
弟
子
た
ち
」
と
い
う
情
報
に
戻
ろ
う
。

G
uía...

を
見
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「cercado de sus discípulos

」

と
い
う
文
言
が
存
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿
は
、
こ
の
部
分
が
「
七
ケ
条
」

の
付
加
さ
れ
た
内
容
「
並
み
居
玉
ふ
御
弟
子
た
ち
」
の
出
所
で
あ
っ
た
と
考
え

た
い
。
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
七
ケ
条
」
は
全
体
と
し
て
は

T
ratado...

を
原
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
部
分
の
よ
う
に
、
同
一
の
逸

話
がT

ratado...

とG
uía...

で
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
書

の
翻
訳
に
携
わ
っ
た
人
物
は
、T

ratado...

に
見
当
た
ら
な
い
情
報
を

G
uía...

か
ら
補
う
方
法
を
と
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
当
然
そ
の
人
物
は
、

G
uía...

を
直
接
に
参
考
に
し
た
か
、
少
な
く
と
も
情
報
を
補
え
る
程
度
に
は

そ
の
知
識
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
長
崎
版
『
ぎ
や
ど
』
が
伝
播
し

た
範
囲
は
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
の
発
見
地
で
あ
る
千
提
寺
に
ま
で
及
ん
で
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
村
中
谷
仙
之
助
宅
に
現
伝
す
る
『
ぎ
や
ど
』
の
書

写
本
が
そ
れ
を
裏
付
け
る（

12
）。『

ぎ
や
ど
』
の
邦
訳
が
本
地
域
ま
で
流
布
す
る
よ

終
を
迎
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
七
ケ
条
」
で
「
御
末
期
に
及
ば
せ
た
ま
ふ
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
ぎ
や
ど
』
で
は
「
最
期
に
臨
ん
」
だ
と

表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
者
に
見
ら
れ
る
「
い
か
にpe

」
と
い
う
呼
び

か
け
が
、
後
者
に
お
い
て
「
如
何
に
御
親
」
と
な
っ
て
い
た
り
、「
七
ケ
条
」

の
「
存
命
の
間
」
に
対
し
て
、『
ぎ
や
ど
』
が
「
生
る
間
」
と
い
う
表
現
を

と
っ
て
い
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
両
書
は
同
一
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

伝
え
る
も
の
の
、
ま
っ
た
く
同
一
の
表
現
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
る
。

　

次
に
も
う
一
つ
の
留
意
点
は
、
言
葉
遣
い
に
加
え
て
、
ア
ル
セ
ニ
オ
ス
が
弟

子
た
ち
に
囲
ま
れ
た
こ
と
が
「
七
ケ
条
」
に
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
は
「
七
ケ
条
」
を
『
ぎ
や
ど
』
に
先
立
っ
て
成

立
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、
仮
に
『
ぎ
や
ど
』
が
「
七
ケ
条
」
よ
り
先
に
成
立

し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
七
ケ
条
」
に
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え
に
く

い
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
一
応
無
関
係
に
出
来
上
が
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

両
邦
訳
の
作
成
年
代
に
開
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
翻
訳
態
度
か
ら
も
い
く
ら

か
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、T

ratado...

・G
uía...

の
「
父
」
と
い

う
表
現
が
『
ぎ
や
ど
』
で
「
御
親
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
七
ケ
条
」
で
は
原
語
の
ま
ま
「pe

」
と
し
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

原
文
の
「
新
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
箇
所
が
そ
れ
ぞ
れ
『
ぎ
や
ど
』
に

お
い
て
「
珎
か
ら
ず
」
と
し
、「
七
ケ
条
」
に
お
い
て
「
新
き
事
に
あ
ら
ず
」
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例
1

原
文　

Entre estos beneficios el prim
ero es el de la creación;

（G
uía... （

13
））

〈
邦
訳
〉
そ
れ
ら
の
恩
恵
［
天
主
の
恩
恵
］
の
中
で
、
第
一
に
は
創
造
の
恩

恵
が
あ
る
。

訳
文
1　

此
御
恩
の
中
に
我
等
を
作
り
給
ふ
事
尤
第
一
の
御
恩
也
（「
く

わ
ん
念
の
条
々
」
114
丁
ウ
）

訳
文
2　

然
に
諸
の
御
恩
の
中
の
礎
と
い
ふ
ハ
我
等
を
御
作
な
さ
れ
し
事

也
、（『
ぎ
や
ど（

14
）』）

　

数
多
く
の
天
的
な
恩
恵
の
中
か
ら
、
創
造
を
最
も
大
切
な
恩
恵
と
し
て
挙
げ

て
い
る
点
で
、「
七
ケ
条
」
と
『
ぎ
や
ど
』
と
が
い
ず
れ
も
原
文
と
見
事
に
一

致
し
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
細
か
く
見
る
と
、
両
者
の
原
典

と
思
し
きG

uía...

は
創
造
を
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
恩
恵
の
元
と
し
て
い
る
の
み

な
ら
ず
、
そ
れ
を
具
体
的
に
「
第
一
」
の
恩
恵
と
表
現
し
て
い
る
点
で
、「
く

わ
ん
念
の
条
々
」
の
「
尤
第
一
」
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
短
い
く
だ
り
に
限
っ
て
言
え
ば
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
と
『
ぎ
や
ど
』

は
い
ず
れ
もG

uía...

と
同
様
な
内
容
で
は
あ
る
が
、
表
現
の
面
で
は
「
く
わ

ん
念
の
条
々
」
の
方
がG

uía...

を
よ
り
忠
実
に
訳
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

か
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
短
文
の
類
縁
関
係
を
元
に
、「
く
わ
ん
念
の

条
々
」
の
成
立
に
つ
い
て
断
言
す
る
の
は
早
計
に
失
す
る
と
の
批
判
を
免
れ
ま

う
に
な
っ
た
後
で
あ
れ
ば
、「
七
ケ
条
」
の
作
成
者
が
そ
れ
を
あ
え
て
利
用
し

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
写
本
の
翻
訳
は
、

そ
の
伝
来
よ
り
も
前
の
時
代
に
、
独
自
に
行
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

2　
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
とG

uía de pecadores

　

前
章
で
は
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
の
一
部
が
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の

G
uía...

か
ら
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
考
察
し
た

類
似
が
、
そ
の
一
カ
所
の
語
句
に
の
み
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
こ
こ
ま
で
の
推
論

は
不
確
実
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
しG

uía...

と
の
類
似
関
係

は
、
先
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
管
見
の
限
り
で

は
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
所
収
の
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
と
題
さ
れ
た
章
節
も
、

G
uía...

と
浅
か
ら
ざ
る
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
関
わ
り
は
内
容
の
面
で
も
、
語
句
の
レ
ベ
ル
で
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

取
り
上
げ
た
資
料
の
類
似
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、G

uía...

の
中

か
ら
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
と
照
応
す
る
い
く
つ
か
の
部
分
を
取
り
出
し
、
読

み
比
べ
て
み
よ
う
。
そ
の
際
、
そ
の
翻
訳
が
、
異
訳
た
る
『
ぎ
や
ど
』
と
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
対
照
さ
せ
る
た
め
に
、
長
崎
版
の
本
文
も
併
せ
て
掲
げ

る
。
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訳
文
1　

さ
れ
ば
、
何
国
の
法
に
も
物
を
請
け
た
る
人
ハ
そ
れ
請
た
る
程

の
物
に
て
請
ケ
負
ふ（

16
）と

云
事
也
。
で
う
す
我
等
を
作
り
給
ふ
御
恩
を
以
テ

我
身
に
備
わ
る
程
の
事
、
色
身
六
根）

（（
（

を
は
じ
め
と
し
て
、
智
恵
・
命め

い

・
わ分

き）
（（
（

ま
で
も
御
作
者
御
主
ヨ
リ
与
へ
く
だ
さ
れ
た
る
も
の
を
以
テ
、
御
作
者

へ
御
奉
公
［
す
］
べ
き
事
本
意
の
中
の
本
意
也
。
御
奉
公
を
欠
く
者
ハ
盗

人
同
然
也
（「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
116
丁
オ
〜
116
丁
ウ
）。

訳
文
2　

い
づ
く
の
法
に
も
人
よ
り
預
か
る
物
ハ
返
さ
ず
し
て
叶
ざ
る
ご

と
く
、
我
等
を
御
作
な
さ
れ
し
よ
り
以
来
五
体
六
根
を
初
め
と
し
て
あ
に

ま
の
智
恵
に
至
ま
で
悉
くdeus

よ
り
預
り
奉
る
が
故
に
御
奉
公
の
忠
勤

を
抽
で
奉
ら
ず
し
て
叶
ハ
ざ
る
儀
也
、
さ
な
き
に
を
ひ
て
ハ
御
恩
を
知
ら

ぬ
盗
人
に
等
き
者
也
、（『
ぎ
や
ど（

19
）』）

　

例
2
に
お
い
て
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
と
『
ぎ
や
ど
』
は
冒
頭
か
ら
末
尾

に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
過
不
足
な
く
重
複
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ

う
。
言
々
句
々
に
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
試
み
に
い
く
つ
か
の
表
現

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
の
書
き
出
し
に

見
ら
れ
る
「
何
国
の
法
に
も
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
、『
ぎ
や
ど
』
は
「
い

づ
く
の
法
に
も
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
し
、
前
者
の
「
色
身
六
根
を
は

じ
め
と
し
て
、
智
恵
・
命
・
わ
き
ま
で
も
」
に
対
し
て
、
後
者
は
「
五
体
六
根

を
初
め
と
し
て
あ
に
ま
の
智
恵
に
至
ま
で
」
と
な
っ
て
お
り
、
順
序
の
配
列
・

い
。
も
う
少
し
本
文
の
他
の
部
分
で
も
比
較
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
例
1
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
も
、G

uía...

と
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」

と
の
間
に
は
著
し
い
一
致
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

例
2

原
文　

porque según toda ley, es el hom
bre deudor de todo lo 

que ha recibido. Y
 pues por este beneficio recibió el ser que 

tiene

（que es el cuerpo con todos sus sentidos, y el ánim
a con 

todas sus potencias

）sigúese que todo esto está obligado á 

em
plear en su m

anera en el servicio del H
acedor, so pena de 

ser ladrón y desconocido á quien tanto bien le hizo

（G
uía... （

15
））.

〈
邦
訳
〉
な
ぜ
な
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
法
律
の
も
と
で
、
人
間
は
受
け

た
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
、
債
務
を
負
う
。
そ
し
て
、
か
の
恩
恵
［
創

造
の
恩
恵
］
に
よ
っ
て
、［
人
間
が
］
こ
の
存
在
を
受
け
た
の
で
、（
そ
れ
［
存

在
］
は
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
感
覚
器
官
を
備
え
た
身
体
と
す
べ
て
の
能
力
を

備
え
た
霊
魂
で
あ
る
が
）、
結
果
と
し
て
、［
人
間
は
］
で
き
る
限
り
、
す
べ

て
を
以
て
創
造
主
へ
の
奉
仕
に
努
め
る
義
務
が
あ
る
。［
そ
う
で
な
け
れ

ば
、］
泥
棒
で
か
つ
、
か
く
も
多
く
の
善
き
こ
と
を
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
か
に
つ
い
て
無
知
な
者
、
と
見
な
さ
れ
る
危
険
に
晒
さ
れ
て
し
ま
う
。
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ち
は
］
神
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
彼
に
ど

ん
な
に
沢
山
差
し
上
げ
て
も
、
彼
か
ら
受
け
た
も
の
以
外
に
、
差
し
上
げ

ら
れ
る
も
の
は
何
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
受
け
た
も
の
以
上

何
も
差
し
上
げ
ら
れ
な
い
人
が
こ
の
法
を
守
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
受
け

た
も
の
さ
え
差
し
上
げ
よ
う
と
し
な
い
人
に
つ
い
て
何
と
言
っ
た
ら
よ
い

だ
ろ
う
か
。

訳
文
1　

あ
る
学
匠
の
曰
く
、
物
を
う
け
た
□る

熟
地
に
種
を
落
と
し
た
る

が
ご
と
し
。
一
粒
を
万
倍
に
し
て
返
す
事
也
。
し
か
れ
ば
、
で
う
す
ヨ
リ

請
奉
る
も
の
を
も
て
せ
め
て
其
程
々
を
だ
に
さ
ゝ
げ
奉
つ
ら
ん
寛
大
は
言

語
道
断
也
。
事
さ
ら
、
此
御
奉
公
ハ
与
へ
く
だ
さ
れ
た
る
御
恩
を
奉
じ
奉

る
の
み
に
あ
ら
ず
（「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
118
丁
オ
〜
118
丁
ウ
）。

訳
文
2　

學
者
の
云
く
、
恩
を
受
け
た
る
者
ハ
よ
き
地
の
種
を
受
た
る
ご

と
く
一
粒
を
萬
倍
に
し
て
返
す
べ
き
事
也
と
、
去
バ
、
此
等
の
御
恩
に
對

し
て
其
を
報
じ
奉
ら
ぬ
我
等
ハ
何
と
成
べ
き
や
、
受
奉
る
御
恩
に
對
し
て

報
じ
奉
ら
ぬ
さ
へ
科
と
な
る
に
を
ひ
て
ハ
、
其
身
に
應
ず
る
御
報
謝
を
致

ざ
る
事
ハ
如
何
ゝ
あ
ら
ん
や
、（『
ぎ
や
ど（

21
）』）

　

例
3
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
と
『
ぎ
や
ど
』
が
、
全

体
の
内
容
に
加
え
て
、
表
現
上
ま
で
も
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

意
味
と
も
に
見
事
に
一
致
し
て
い
る
。
末
尾
を
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
は

「
盗
人
同
然
」
と
し
て
い
る
が
『
ぎ
や
ど
』
に
お
い
て
は
「
盗
人
に
等
し
き
者
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
両
書
の
間
に
は
、
全
体
の
意
味

に
加
え
て
、
詳
細
な
言
葉
遣
い
に
お
い
て
も
、
単
な
る
偶
然
で
片
付
け
ら
れ
な

い
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
類
似
は
、
段
落
に
よ
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
同
文

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
甚
だ
し
く
接
近
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
一

例
と
し
て
、
次
の
例
3
を
挙
げ
て
お
く
。

例
3

原
文　

Y
 si, com

o dice Séneca, los que recibieron beneficios, 

son obligados á im
itar las tierras fértiles, las cuales dan m

ucho 

m
as de lo que recibieron, ¿ cóm

o responderem
os á D

ios con 

esta m
anera de agradecim

iento? pues no le podem
os dar m

as 

de lo que del recebim
os, por m

ucho que le dem
os. Y

 si no 

guarda esta ley el que no da m
as de lo que recibió, ¿qué 

direm
os del que aun no da lo que recibió?

（G
uía... （

20
））

〈
邦
訳
〉
そ
し
て
、
も
し
セ
ネ
カ
が
云
う
よ
う
に
、
恩
恵
を
受
け
る
人
々
は
、

受
け
た
分
よ
り
も
は
る
か
に
沢
山
の
も
の
を
返
す
肥
沃
な
地
に
倣
わ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
種
の
謝
意
を
以
て
［
恩
恵
を
受
け
る
私
た
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〈
邦
訳
〉
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
人
間
は
、

か
の
恩
恵
の
た
め
、
自
ら
を
作
り
給
う
た
［
天
］
主
へ
の
奉
仕
に
す
べ
て

を
捧
げ
る
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
に
と
ど
め
る
。

訳
文
1　

爰
に
て
我
身
の
出
で
来
ヨ
リ
後
を
案
け
よ
。
先
我
五
体
六
根
は

一
敵
の
露
の
滴
り
也
。
し
か
る
を
目
・
口
・
耳
・
鼻
ヨ
リ
智
恵
・
命
・
力

を
請
テ
出
る
事
、
父
の
仕
業
か
、
母
の
営
み
か
。
父
知
ら
ず
母
知
ら
ず
。

我
又
さ
ら
に
知
ら
ず
ん
ば
、
御
作
者
無
く
し
て
我
あ
ら
ぬ
や
。
是
を
喩
ふ

れ
ば
、
父
は
鍋
・
釜
の
下
地
に
成な

る

鉄
の
湯
□の

こ
ゝ
ろ
也
。
母
は
い
□か

た（
23
）の

こ
ゝ
ろ
也
。
熱
も
知
ら
ず
中
よ
り
し
て
ち
う
□
な
形
竹
な
ど
の
形
を
請
ケ

テ
生
ず
る
事
、
全
く
此
も
の
ゝ
仕
業
に
あ
ら
ず
。
只
い生

か
し（

24
）の

業
成
が
如

く
。
是
を
教
典
の
言
葉
に
は
か
う
ざ
・
ま
て
り
あ
る）

（（
（

と
か
う
ざ
・
ほ
う
る

ま
る）

（（
（

ゑ
ひ
し
ゑ
ん
て
・
か
う
ざ）

（（
（

是
な
り
。
云
ふ
。
で
う
す
父
母
を
以
テ
人

を
作
り
給
ふ
事
も
か
く
の
ご
と
し（「
く
わ
ん
念
の
条
々
」114
丁
ウ
〜
116
丁
オ
）。

訳
文
2　

是
萬
民
の
知
處
な
れ
ば
細
に
論
ず
る
に
及
バ
ず
、
只
此
御
恩
に

依
て
全
く
わ
が
身
を
捧
げ
奉
ら
ず
し
て
叶
ハ
ざ
る
道
理
を
顕
す
べ
し
、

（『
ぎ
や
ど（

28
）」）

　

こ
れ
は
例
1
の
後
続
部
分
に
あ
た
り
、
こ
の
部
分
の
前
後
は
一
致
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
に
記
さ
れ
た
内
容
は
、『
ぎ
や
ど
』

両
者
は
原
文
に
見
ら
れ
る
「Séneca

」
と
い
う
人
名
を
省
略
し
、「
学
匠
」・

「
學
者
」
と
し
て
い
る
点
で
、
共
通
す
る
翻
訳
方
針
を
と
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
続
き
を
見
る
と
、
報
恩
に
つ
い
て
肥
沃
な
地
に
倣
っ
て
「
受
け
た
分
よ
り

も
は
る
か
に
沢
山
の
も
の
を
返
す
」
べ
き
と
い
う
原
文
が
、「
く
わ
ん
念
の

条
々
」
で
は
「
一
粒
を
万
倍
に
し
て
返
す
事
」、『
ぎ
や
ど
』
で
は
「
一
粒
を
萬

倍
に
し
て
返
す
べ
き
事
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
っ
た
く
同
じ
慣
用
表
現
を
と
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿
で
は
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
を
『
ぎ
や
ど
』

よ
り
先
行
し
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
た
い
が
、
例
3
に
お
い
て
、
両
者
の
訳

し
方
に
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
部
に
つ
い
て
は
前
者
の
訳

し
方
が
後
者
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
論
じ
て
く
れ
ば
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
と
『
ぎ
や
ど
』
と
の
類

縁
関
係
が
い
よ
い
よ
確
か
な
も
の
と
な
り
、
両
者
が
共
通
す
る
原
典
に
基
づ
き
、

個
別
に
で
き
た
邦
訳
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

た
だ
し
、
部
分
に
よ
っ
て
は
、
両
資
料
の
本
文
に
対
応
が
見
出
し
に
く
い
部

分
も
あ
る
こ
と
は
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

例
4

原
文　

del cual por ser tan conocido, solam
ente diré que por 

este beneficio está el hom
bre obligado á em

plearse todo en el 

servicio del Señor que le crió,

（...

）（G
uía... （

22
））
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文
献
に
基
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
、

『
妙
貞
問
答
』
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
の
喩
え
と
い

く
ぶ
ん
か
類
似
す
る
文
献
と
し
て
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
著

『
日
本
ノ
カ
テ
キ
ズ
モ
』
の
次
の
記
事
が
指
摘
で
き
る
。

参
考
2　

喩
ハ
黄
金
の
盃
ヲ
作
［
ラ
］
ン
ト
ス
ル
時
、
其
マ
テ
リ
ア
ト
ナ

ル
黄
金
、
入
［
ル
］
事
ナ
リ
。
其
上
ニ
盃
ト
成
［
ル
］
処
ノ
形
ヲ
与
ル
事

肝
要
ナ
リ
。
其
形
チ
ハ
ホ
ル
マ
ナ
リ（

30
）。

　
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
に
見
ら
れ
る
形
相
（
ホ
ル
マ
）
の
「
鍋
」
と
質
料
（
マ

テ
リ
ア
）
の
「
鉄
」
を
『
日
本
ノ
カ
テ
キ
ズ
モ
』
に
見
ら
れ
る
形
相
の
「
盃
」

と
質
料
の
「
黄
金
」
と
同
一
の
も
の
と
見
な
す
の
は
、
確
か
に
無
理
で
あ
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
金
属
を
溶
か
し
て
形
を
与
え
る
と
い
う
説
明
の
仕
方
と

し
て
、
両
者
に
は
か
な
り
似
通
う
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
、
当
時
ご
く
普
通
に
行

わ
れ
た
喩
え
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
に
挿
入

さ
れ
た
段
落
の
出
典
を
特
定
す
る
の
は
、
現
在
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
困
難
で

あ
る
が
、
当
時
の
諸
書
に
散
見
さ
れ
る
記
述
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
補
足

で
き
る
文
献
が
十
分
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
当
該
解
説
が
何
ら
か
の
典
拠
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
と
、
次
に
は
、

な
ぜG

uía...
に
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
解
説
を
、
別
の
資
料
に
よ
っ
て
補
う

必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
もG

uía...

と
も
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

こ
こ
で
の
『
ぎ
や
ど
』
はG

uía...

に
忠
実
な
形
を
と
り
、
創
造
論
を
周
知
に

属
す
る
事
柄
と
し
て
、
割
愛
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
く
わ
ん
念
の

条
々
」
は
、
創
造
に
つ
い
て
省
く
こ
と
な
く
、
詳
し
い
解
説
を
付
け
加
え
て
い

る
。
一
見
し
て
、
こ
の
箇
所
は
決
定
的
な
違
い
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
対
応
す
る
二
つ
の
箇
所
に
挟
み
込
ま
れ
た
こ
の
違
い
に
着
目
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
逆
に
、
本
書
の
性
格
の
一
端
が
自
ず
と
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
今
問
題
に
し
て
い
る
こ
の
詳
密
な
解
説
が
、
日
本
人
向
け
に
独
自
に

補
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
、
何
ら
か
の
典
拠
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
を
考
え

た
い
。

　

管
見
の
限
り
で
は
、
本
書
に
実
に
よ
く
似
た
解
説
が
、
ハ
ビ
ア
ン
不
干
斎
著

の
『
妙
貞
問
答
』（
一
六
〇
五
年
）
に
も
存
す
る
。
当
該
箇
所
を
見
て
お
こ
う
。

参
考
1　

尚
近
く
身
の
上
に
取
て
見
玉
へ
。
目
口
耳
鼻
を
先
き
と
し
、
五

躰
六
根
の
備
て
、
か
や
う
に
生
れ
出
る
事
は
、
父
も
其
故
を
知
ず
、
母
も

謂
れ
を
は
き
ま
へ
ず
、
本
よ
り
吾
力
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
此
計
手
、
な
ど

か
な
く
て
侍
ら
ん（

29
）

　
『
妙
貞
問
答
』
の
こ
の
箇
所
が
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
に
か
な
り
通
ず
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
共
通
す
る
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島
で
作
成
さ
れ
た
教
理
説
明
書
に
は
「
天
地
創
造
に
つ
い
て
彼
ら
が
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
な
こ
と（

33
）」

が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ザ
ビ
エ
ル
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
こ
の
教
理
教
育
構
想
に
は
、
フ
ロ
イ
ス
曰
く
「
ま
ず
彼
ら

に
証
明
す
る
の
は
、
世
界
万
物
の
創
造
主
が
存
在
す
る
こ
と
、
世
界
に
は
初
め

が
あ
っ
て
、［
彼
ら
の
あ
る
人
々
が
信
じ
る
よ
う
に
］
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
（
下
略（

34
））」

と
あ
る
。

　

か
く
見
る
と
、
創
造
の
業
は
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
日
本
に
導
入
さ
れ
た

ま
っ
た
く
新
奇
な
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
が
早
く
も
ザ
ビ
エ
ル
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
の
説
明
順
序
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
例
4

に
お
い
て
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
とG

uía...

と
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が

あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
日
本
人
を
意
識
し
た

補
足
的
な
説
明
を
付
加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
資
料
の
関
係
を
否
定
す
る

根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
か
え
っ
て
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
と

い
う
資
料
が
ど
の
よ
う
に
編
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
探
る
上
で
、
重
要
な

手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

3　

本
資
料
の
性
格

　

前
章
ま
で
は
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
がG

uía...

の
一
部
を
翻
訳
し
、
適

宜
他
の
資
料
を
駆
使
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
で
は
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。『
吉
利
支
丹
抄
物
』

　
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
の
内
容
は
、
物
事
の
存
在
原
因
に
つ
い
て
ス
コ
ラ
神

学
的
な
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
万
物
が
三
つ
の
原
理

（「
か
う
ざ
・
ま
て
り
あ
る
」〔
質
料
因
〕、「
か
う
ざ
・
ほ
う
る
ま
る
」〔
形
相
因
〕、

「
ゑ
ひ
し
ゑ
ん
て
・
か
う
ざ
」〔
始
動
因
〕）
か
ら
発
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
要
す
る
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
事
が
、
天
主
と
同
定
さ
れ
る
第
一
根

元
者
を
抜
き
に
し
て
は
、
生
ま
れ
得
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、G

uía...

あ
る
い
は
そ
の
読
者
た
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
改
め
て
す
る
ま
で
も
な
い
、
広
く
知
れ
渡
っ
た

事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、G

uía...
に
お
い
て
は
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
初
歩
的
な
記
述
は
「
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
」

省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
当
時
の
日
本
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
創
造
論
は
、
決
し
て
一
般
常

識
と
見
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宣
教
師
た
ち
は
、
開
教
当
初
か
ら
、
日
本
人
の
間

で
そ
の
よ
う
な
概
念
が
欠
乏
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

ザ
ビ
エ
ル
は
一
五
五
二
年
の
書
簡
で
「
こ
の
［
仏
教
の
］
九
つ
の
宗
派
の
う
ち

で
、
天
地
創
造
や
霊
魂
の
創
造
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
宗
派
は
一
つ
も
あ
り
ま

せ
ん（

31
）」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
一
五
五
七
年
頃
の
『
誤
謬
の
要
録
』
に
は
、

「
彼
ら
［
日
本
人
］
は
世
界
の
創
造
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
ん
ら
な
い
し
、
彼

ら
の
知
識
は
現
代
か
ら
二
千
年
以
上
ま
え
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
い（

32
）」

と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
見
て
、
ザ
ビ
エ
ル
は
初
歩
的
な
教
理
教
育
の
中
に
第
一

根
元
者
に
よ
る
創
造
の
説
明
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
布
教
初
期
に
鹿
児



45

東藤次郎旧蔵本『吉利支丹抄物』と Guía de pecadores との関係について

（
イ
）
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
談
義
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、

日
曜
日
や
祝
日
に
教
会
で
行
わ
れ
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
田
舎
で
臨
時
的
に
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
一
つ
目
は
、
教
会
と
い
う
施
設
お
よ
び
キ
リ

ス
ト
教
的
な
安
息
日
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
が
あ
る

程
度
定
着
し
て
い
る
環
境
で
し
か
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

朗
読
さ
れ
る
年
間
の
福
音
の
内
容
に
沿
っ
て
談
義
す
べ
き
と
の
規
定
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
田
舎
の
説
教
の
場
合
、
福
音
に
沿
っ
て
説
教
を
説
く
必
要
が
な
い

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
を
取
り
上
げ

る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、（
ア
）
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
日
本
人
に
最
も
好
適
な
説
教
素
材
と
し
て
「
天
的
な
恩
恵
」
が
挙

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
稿
に
お
い
て
論
ず
る
「
く
わ
ん
念
の

条
々
」
の
主
題
と
見
事
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
縷
言
を
要
し
な
い（

37
）。

　

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
具
体
的
な
資
料
の
一
つ
が
、
他
な
ら
ぬ

『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』
だ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
。『
ぎ
や
ど

ぺ
か
ど
る
』
が
説
教
素
材
と
し
て
直
接
に
用
い
ら
れ
た
事
実
は
、
す
で
に
諸
先

学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

38
）。

当
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
書
の
読
ま
れ
方
に
は
説

教
に
通
ず
る
側
面
も
備
わ
っ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
信
者
の
集
会
な
ど
で
、

『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』
が
実
際
に
読
み
聞
か
せ
の
対
象
と
さ
れ
た
例
が
多
数
あ

る
の
で
あ
る
。
説
教
マ
ニ
ュ
ア
ルA

visos

に
は
、
著
名
な
説
教
師
の
作
品
に

頼
る
こ
と
が
大
い
に
奨
励
さ
れ
て
い
る
が（

39
）、

前
稿
で
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た

よ
う
に
、
具
体
的
な
書
名
を
窺
わ
せ
る
資
料
に
は
『
服
務
規
程
補
遺
』
が
あ
る
。

の
内
容
お
よ
び
形
態
の
面
か
ら
こ
の
問
題
に
迫
り
た
い
。

　

こ
こ
ま
で
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
て
分
析
し
て
き
た
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」

は
、「
天
的
な
恩
恵
」
を
主
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
柄
は
、
か
つ
て
キ
リ
シ

タ
ン
の
信
仰
生
活
の
中
で
、
と
り
わ
け
説
教
の
場
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
上
で
好
適
な
資
料
と
し
て
、
十
六
世

紀
末
に
遡
る
説
教
マ
ニ
ュ
ア
ルA

visos que pueden ayudar a los que 

hacen el oficio de predicar en Japon
（1597

）『
日
本
に
お
い
て
説
教
師
の

役
を
務
め
る
人
々
に
役
立
つ
諸
助
言
』（
以
下A

visos

と
略
称
）
の
中
か
ら
、

次
の
よ
う
な
箇
所
が
指
摘
で
き
る
。

（
ア
）
ま
た
、
他
に
、
効
果
的
に
徳
操
［
に
励
む
こ
と
］
を
促
し
、
悪
徳
を

憎
む
よ
う
に
諭
す
、
最
も
強
い
動
機
の
ま
と
め
を
用
意
し
て
お
く
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
最
後
の
四
終
、
天
的
な
恩
恵
な
ど
の
材
料
の

要
約
で
あ
る（

35
）。

（
イ
）
一
般
的
に
行
わ
れ
る
談
義
に
は
、
あ
る
い
は
日
曜
日
や
祝
日
に
教

会
に
お
い
て
す
る
普
通
の
談
義
、
あ
る
い
は
田
舎
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト

教
を
布
教
さ
せ
る
た
め
に
す
る
、
臨
時
的
な
談
義
が
あ
る
。（
中
略
）
キ

リ
ス
ト
教
を
布
教
さ
せ
る
な
ど
の
、
臨
時
的
な
説
教
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど

福
音
に
縛
ら
れ
る
必
要
が
な
い）

（（
（

。
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す
る
と
、
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
を
直
接
の
典
拠
と
す
る
本
『
吉
利
支
丹
抄

物
』
も
、
説
教
の
場
の
手
控
え
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で

は
な
い
。

　

そ
し
て
ま
た
そ
の
説
教
と
の
関
わ
り
は
、
本
書
の
体
裁
面
に
視
点
を
定
め
て

も
支
持
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。『
吉
利
支
丹
抄
物
』
の
体
裁
の
面
に
視
点
を
定

め
よ
う
。
新
村
出
氏
が
革
表
装
に
さ
れ
た
本
書
の
こ
と
を
「
袖
珍
ノ
ー
ト
ブ
ッ

ク（
42
）」

と
呼
ん
で
い
る
。
同
氏
の
見
解
に
従
い
つ
つ
、
具
体
的
に
『
吉
利
支
丹
抄

物
』
が
い
か
な
る
手
帳
（
ノ
ー
ト
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）
で
あ
っ
た
の
か
、
考
え

て
み
た
い
。
そ
の
際
、
も
う
一
つ
の
説
教
マ
ニ
ュ
ア
ルR

egulae Provinciae 

Japoniae. R
eglas de los H

erm
anos predicadores

（1592

）『
日
本
管
区

の
規
則
。
イ
ル
マ
ン
説
教
師
の
た
め
の
諸
規
則
』（
以
下R

eglas

と
略
称
）
に

見
ら
れ
る
、
二
種
類
の
談
義
に
対
応
す
る
二
種
類
の
説
教
ノ
ー
ト
に
関
す
る
指

示
が
大
い
に
参
考
に
な
ろ
う
。

（
エ
）
年
間
の
福
音
書
の
最
初
の
部
分
を
書
き
、
彼
ら
が
聴
聞
ま
た
は
朗

読
す
る
福
音
書
の
関
連
事
項
を
書
き
込
ん
で
い
く
た
め
に
、
一
枚
な
い
し

数
枚
を
各
福
音
書
の
た
め
に
白
紙
の
ま
ま
に
し
て
お
く
、
一
冊
の
手
帳
を

各
自
が
所
持
す
る
の
が
説
教
師
に
と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
他
に

一
冊
の
手
帳
に
、
共
通
の
徳
操
と
悪
徳
に
つ
い
て
の
文
章
［
を
書
き
込
み
］、

年
間
に
読
ん
だ
事
柄
、
あ
る
い
は
聴
聞
し
た
事
柄
を
加
筆
し
て
い
く
た
め

（
ウ
）
十
一
、
原
始
の
教
会
に
お
い
て
も
常
の
習
わ
し
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

説
教
の
代
わ
り
に
、
日
曜
日
に
度
々
住
民
に
霊
的
な
書
籍
を
読
み
聞
か
せ

る
こ
と
。
こ
の
聖
な
る
習
慣
を
導
入
す
る
神
父
た
ち
に
、
説
教
に
と
っ
て

大
い
に
有
益
と
な
る
事
柄
［
の
選
択
］
を
任
せ
、
そ
の
た
め
にG

uía de 

pecadores, Gerson （
40
）、

あ
る
い
はM

isterios del R
osario

や
、Libro 

de Fides

［Sum
ario de la Introducción del Sim

bolo de la Fe

］
を
援

用
す
る
こ
と（

41
）。

　

上
記
の
記
事
は
、
宣
教
師
の
い
な
い
田
舎
の
教
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
説
教

の
一
形
態
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
姿
と
は
、
民
間
的
な
指
導

者
（
い
わ
ゆ
る
「
看
坊
」）
の
も
と
に
定
期
的
に
集
ま
る
信
者
に
対
し
て
、
説
教

の
代
わ
り
に
霊
的
な
書
籍
を
朗
読
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お

い
て
、
一
般
信
者
の
世
話
役
で
あ
っ
た
「
看
坊
」
を
れ
っ
き
と
し
た
説
教
師
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
「
看
坊
」
が
用
い
る
べ
き

具
体
的
な
説
教
素
材
が
挙
例
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
本
稿
に
と
っ
て
極
め
て
重
要

で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
るG

uía de pecadores

とLibro de 

Fides

（『
信
経
入
門
』）
は
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
代
表
作
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
が
優
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は

G
uía de pecadores

に
つ
い
て
読
み
聞
か
せ
の
素
材
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
『
服
務
規
程
補
遺
』
に
照
ら
し
て
み
る
と
、

彼
の
著
作
群
全
体
が
説
教
と
強
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
う
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説
教
の
場
で
用
い
ら
れ
た
も
の
の
方
に
よ
り
近
い
と
認
め
ら
れ
る
。

4　

G
uía de pecadores

の
抄
訳
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
か

　

こ
れ
ま
で
は
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
がG

uía...

に
典
拠
を
持
つ
こ
と
を

説
明
し
、
そ
れ
を
含
め
て
本
書
『
吉
利
支
丹
抄
物
』
が
「
看
坊
」
に
利
用
さ
れ

た
一
種
の
説
教
ノ
ー
ト
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
。
た
だ
し
同
じG

uía...

の
翻
訳
で
あ
る
『
ぎ
や
ど
』
は
必
ず
し
も
本
書

と
は
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
、
今
や
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
段
階
に
差
し
掛
か
っ
た
の
で
あ
る
。

G
uía...

が
日
本
に
流
布
し
て
い
た
か
否
か
は
も
は
や
論
を
俟
た
な
い
が
、
本

稿
の
着
目
は
む
し
ろ
、『
ぎ
や
ど
』
以
外
にG

uía...

の
抄
訳
が
試
み
ら
れ
た

と
考
え
て
よ
い
か
否
か
、
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
け
る
原
著
の
受
容
を

め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
考
え
る
際
、
一
助
と
な
る
の
は
、
一
六
〇
〇
年
の
年
報
に
見
ら
れ
る
、

『
ぎ
や
ど
』
の
出
版
に
関
す
る
箇
所
で
あ
る
。「（...

）el livro llam
ado Guia 

de Peccadores de Frei Luis de Granada em
 dous tom

os traduhido 

em
 exselhente lingoajem

 e estillo de Iapon

）
（（
（

」（
見
事
な
日
本
の
言
葉
と
文

体
で
訳
さ
れ
た）

（（
（

『
き
や
ど
ぺ
か
ど
る
』
と
題
さ
れ
た
フ
ラ
イ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
ル
イ
ス

の
二
巻
本
）
と
あ
る
。

　

こ
の
記
事
で
特
徴
的
な
の
は
、
そ
れ
が
単
な
る
報
告
に
と
ど
ま
ら
ず
、
翻
訳

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
徳
か
悪
徳
ご
と
に
、
一
枚
な
い
し
数
枚
の
白
紙
を
残

し
て
お
く
べ
き
で
あ
る（

43
）。

　
（
エ
）
か
ら
、
説
教
師
が
各
自
で
二
種
類
の
手
帳
を
用
意
す
べ
き
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
目
は
、
年
間
の
福
音
書
に
関
す
る
事
柄
、
二
つ
目

は
徳
操
と
悪
徳
に
関
す
る
事
柄
を
書
き
込
む
た
め
の
も
の
で
あ
る
。『
吉
利
支

丹
抄
物
』
は
そ
の
う
ち
の
二
つ
目
の
手
帳
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

い
が
、
そ
れ
は
内
容
の
面
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
形
態
の
面
、
と
り
わ
け
白
紙
を

残
す
こ
と
に
関
す
る
記
述
か
ら
も
わ
か
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
の
墨
付

き
丁
は
約
一
三
八
丁
を
数
え
る
が
、
墨
付
き
丁
の
間
々
に
は
白
紙
が
挟
ま
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
白
紙
は
必
ず
一
丁
あ
る
い
は
半
丁
単
位
で
残
さ
れ
て
お
り
、

文
書
の
構
成
上
な
ど
の
理
由
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ

う
な
余
白
丁
は
意
図
的
に
残
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
う
見
る
な
ら

ば
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
指
示
さ
れ
た
作
り
方
と
見
事
に
一

致
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
『
吉
利
支
丹
抄

物
』
の
記
入
の
仕
方
は
例
外
的
で
は
な
く
、
他
に
類
例
と
し
て
『
バ
レ
ト
写

本
』
が
指
摘
で
き
る（

44
）。

白
紙
を
残
す
こ
と
は
お
そ
ら
く
こ
の
手
の
ノ
ー
ト
を
作

る
際
の
決
ま
り
事
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
記
の
引
用
か
ら
当
時
の
説
教
師
に
よ
っ
て
二
種
類
の

説
教
ノ
ー
ト
が
作
ら
れ
、
使
い
分
け
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『
吉
利
丹
支
抄
物
』
は
、
そ
の
中
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
田
舎
の
臨
時
的
な
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に
確
実
に
も
た
ら
さ
れ
た
ル
イ
ス
の
原
著
書
の
出
版
年
か
ら
判
断
す
る
と
、

G
uía...

が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
し
か
し
た

と
え
そ
の
中
に
、G

uía...

の
翻
訳
書
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

一
五
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ぎ
や
ど
』
と
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
と
は
限
ら

な
い
。
む
し
ろ
、
刊
行
に
付
す
ま
で
に
か
な
り
の
期
間
が
あ
る
た
め
、
改
訳
さ

れ
た
り
、
よ
り
完
成
度
を
上
げ
た
も
の
が
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
本
書
に
含
ま
れ
る
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
な
どG

uía...

の
抄
訳
は
、

そ
の
長
崎
版
『
ぎ
や
ど
』
出
版
以
前
に
作
ら
れ
て
い
た
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
著
作
は
早
く
か
ら
、

か
つ
盛
ん
に
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま

た
、
同
時
代
に
数
種
類
の
訳
書
が
地
域
に
よ
っ
て
流
布
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
が
翻
訳
書
の

統
一
を
目
指
す
こ
と
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
日
本
に
お

い
て
最
も
早
く
か
ら
訳
さ
れ
、
版
を
重
ね
た
『
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
』
の

一
定
の
翻
訳
書
の
利
用
に
つ
い
て
、
一
五
九
二
年
二
月
の
日
本
第
一
回
管
区
総

会
議
（Prim

era Congregación de Japón

）
の
議
事
録
「
キ
リ
ス
ト
教
教
理

に
つ
い
て
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
日
本
人
修
道
士
た
ち
が
わ
れ
ら
の
言
葉
を
知
ら
ぬ
こ
と
か
ら
、

書
の
完
成
度
の
高
さ
に
賛
詞
を
つ
ら
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
、

『
ぎ
や
ど
』
の
美
文
を
称
賛
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
記
述
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
出
来
栄
え
が
よ
く
な
い
、『
ぎ
や
ど
』

の
異
訳
が
別
に
流
布
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

　

ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
著
作
が
い
つ
か
ら
日
本
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
、
そ
の
上
限
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
日
本

語
翻
訳
事
業
の
嚆
矢
を
、
出
版
活
動
が
開
始
さ
れ
る
よ
り
早
い
時
代
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
五
八
九
年
九
月
二
十
日

付
け
の
次
の
よ
う
な
記
録
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
。「（
有
馬
）
は
毎
土
曜
日
に
は

聖
堂
は
信
者
で
一
杯
に
な
っ
た
。
彼
等
信
者
達
に
対
し
、
パ
シ
オ
ン
に
就
て
の

グ
ラ
ナ
ダ
の
フ
ラ
イ
・
ル
イ
ス
の
日
本
語
訳
の
黙
想
書
が
読
ま
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
信
者
達
を
大
い
に
満
足
せ
し
め
て
い
た（

47
）」。

現
在
に
伝
わ
ら
ぬ
、

ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
邦
訳
書
が
、
説
教
代
行
を
思
わ
せ
る
場
で
朗
読
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
彼
の
著
作
の
翻
訳
史
は
さ
ら
に
遡
る
べ
き
で
あ
る
。
前
稿
で
指
摘

し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
五
八
四
年
八
月
に
ル
イ
ス
に
面
会
し
た
天
正

少
年
使
節
は
、
邦
訳
さ
れ
た
同
師
の
著
書
を
複
数
所
持
し
て
い
た
。
こ
の
事
実

は
『
九
州
三
侯
遣
歐
使
節
行
記
』（T

ratado dos em
baixadores japões que 

forão de Japão à Rom
a no ano de 1582

）
に
記
録
さ
れ
て
い
る（

48
）。

そ
こ
で
は

具
体
的
な
書
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
前
稿
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
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お
そ
ら
くG

uía...

の
場
合
も
、
数
種
類
の
訳
書
が
並
行
的
に
用
い
ら
れ
た

と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
時
点
で
古
い
訳
か
ら
新
し
い
訳
に
切
り
替
え
た
と
考
え

る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
に
見
ら
れ
るG

uía...

の
翻

訳
は
、
統
一
後
の
新
訳
と
し
て
の
『
ぎ
や
ど
』
出
版
以
前
の
一
段
階
古
い
時
代

の
旧
訳
の
一
部
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

結
び

　

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
と
な
る
。

一
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
に
は
、
サ
ラ
マ
ン
カ
版G

uía de pecadores

の
影
響
が
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
る
。

二
、
本
書
に
は
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
を
中
心
に
、G

uía de 

pecadores

と
酷
似
す
る
内
容
を
持
つ
部
分
が
あ
る
。

三
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
の
言
葉
遣
い
は
、長
崎
版
『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』

と
異
な
る
。

四
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
の
内
容
・
体
裁
上
の
諸
特
徴
に
は
、
当
時
の
説

教
マ
ニ
ュ
ア
ル
（A

visos

、R
eglas

）
の
指
示
と
一
致
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
前
提
に
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
種
々
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
今
や
す
で
に
日
本

語
に
十
分
精
通
し
た
神
父
た
ち
と
日
本
人
修
道
士
た
ち
に
よ
っ
て
す
べ
て

を
熱
心
に
調
査
さ
れ
て
後
、（
中
略
）
巡
察
使
師
の
指
図
に
よ
っ
て
「
ど

ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
」
と
い
う
本
が
日
本
語
版
で
出
版
さ
れ
た
。
そ
し

て
巡
察
使
師
が
決
定
し
た
よ
う
に
、
最
近
出
版
さ
れ
た
ど
ち
り
な
・
き
り

し
た
ん
と
は
別
の
訳
の
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
の
祈
祷
・
問
題
集
が
教

え
ら
れ
ぬ
よ
う
に
す
れ
ば
非
常
に
結
構
で
あ
ろ
う
、
と
総
会
議
は
考
え
て

い
る
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
全
体
に
統
一
が
現
れ
る
よ
う
に
す
る
の
で

あ
る
。
ま
た
わ
れ
ら
の
総
会
長
師
が
こ
の
こ
と
自
体
を
わ
れ
ら
の
布
教
長

た
ち
に
勧
め
て
下
さ
る
よ
う
、
総
会
議
は
わ
れ
ら
の
総
会
長
師
に
要
請
す

る（
49
）。

　

こ
の
記
録
で
注
目
す
べ
き
は
、
語
学
力
の
不
足
の
た
め
、
こ
れ
ま
で

D
octrina Christiana

の
複
数
の
翻
訳
が
試
み
ら
れ
て
き
た
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
し
て
、
新
訳
の
決
定
版
が
で
き
て
以
来
、
旧
訳
は
す
べ
て
廃
止
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
書
の
採
用
・
廃
止
の
方
針
は
、

祈
り
な
ど
を
集
め
たD
octrina Christiana

に
最
も
強
く
求
め
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
意
見
の
統
一
を
重
視
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
と
い
う
組
織
の
性
格

か
ら
考
え
る
と
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
書
物
に
つ
い
て
、
こ
の
原
則
を
貫
き
、
共

通
の
翻
訳
書
を
用
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
努
め
た
こ

と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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作
成
者
の
意
図
が
働
い
た
と
考
え
た
い
。

　

本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
本
資
料
全
体
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
と
は
、

言
わ
ば
「
天
的
な
恩
恵
」
を
主
題
と
す
る
章
節
で
あ
る
が
、
同
種
の
内
容
を
扱

う
文
書
は
実
は
『
吉
利
支
丹
抄
物
』
に
も
う
一
箇
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
一
七
日
に
わ
く
る
最
初
の
め
ぢ
さ
ん
（
黙
想
）
の
七
ケ
条
」
の
「
ど
み

ん
ご
」（
日
曜
日
）
に
あ
た
る
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。「
ど
み
ん
ご
」
の
主
題
は

「D
s （

50
）

の
御
恩
」
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
部
分
を
見
る
と
、「
さ
る
程
に
で
う
す

の
御
恩
と
申
奉
る
事
限
り
な
し
と
云
共
、
い
か
に
も
大
き
成
を
選
び
五
ケ
条
に

つ
も
つ
て
其
を
題
［も

く
ニ

　

］
思
案
す
べ
き
也
。
一
に
は
御
作
の
御
恩
。
二
に
は

納
め
給
ふ
事
」（
91
丁
オ
〜
91
丁
ウ
）
云
々
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
主
が
垂
れ

る
数
多
の
恩
恵
の
中
か
ら
五
つ
を
列
記
し
、
そ
の
第
一
を
「
御
作
の
御
恩
」
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、本
稿
で
言
及
し
て
き
た
「
く
わ
ん
念
の
条
々
」

と
内
容
的
に
重
複
す
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
重
複
す
る
こ
れ
ら
の
部
分
は
、

ま
さ
し
く
代
表
的
な
説
教
素
材
と
し
て
説
教
マ
ニ
ュ
ア
ルA

visos

に
明
記
さ

れ
た
事
柄
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
本
写
本
の
筆
者
が
記
録
す
べ
き
文
章
の
採

択
基
準
を
垣
間
見
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
本
書
の

筆
者
は
、
本
書
を
整
然
と
し
た
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
よ

り
も
、
説
教
の
た
め
の
素
材
を
控
え
て
お
く
と
い
う
一
貫
し
た
目
的
に
適
っ
た

文
書
を
複
数
の
資
料
か
ら
摘
記
し
、
説
教
ノ
ー
ト
を
作
成
し
て
い
っ
た
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
新
村
出
氏
の
付
し
た
『
吉
利
支
丹
抄
物
』
と
い
う
仮

一
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
は
、G

uía de pecadores

に
典
拠
を
持
つ
翻

訳
物
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
部
分
的
に
は
他
の
資
料
が
参
考
に
さ
れ

た
こ
と
が
窺
え
る
。

二
、
長
崎
版
『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』
に
先
行
す
るG

uía de pecadores

の
抜
粋
的
な
旧
訳
が
存
在
し
た
蓋
然
性
が
高
い
。
失
わ
れ
た
複
数
の

翻
訳
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
でD

octrina Christiana

に
つ

い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
資
料

に
も
そ
れ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
実
例
が
確
認
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。

三
、「
く
わ
ん
念
の
条
々
」
は
説
教
素
材
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

前
稿
で
は
、
本
書
最
大
の
章
節
で
あ
る
「
七
ケ
条
」
がT

ratado de la 

oración y m
editación

の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
原
拠
が
本
書
の

他
の
部
分
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
書
が

複
数
の
書
物
か
ら
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
本
稿
で
は
そ
の
寄

せ
集
め
ら
れ
た
資
料
を
具
体
的
に
挙
げ
る
こ
と
で
、
本
書
の
一
集
成
と
し
て
の

様
相
を
よ
り
明
確
に
示
し
得
た
と
思
う
。
あ
る
一
つ
の
欧
文
文
献
を
骨
子
に
し

て
、
そ
れ
に
た
と
え
ば
第
2
章
の
例
4
で
創
造
論
に
つ
い
て
の
解
説
の
有
無
に

注
目
し
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
日
本
に
欠
け
た
創
造
論
の
解
説
を
加
え
た
り
す

る
こ
と
に
は
、
日
本
人
に
よ
り
適
合
す
る
テ
キ
ス
ト
を
作
り
上
げ
よ
う
と
い
う
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東藤次郎旧蔵本『吉利支丹抄物』と Guía de pecadores との関係について

（
8
）　Cuervo, Justo, O

bras de Fr. L
uis de G

ranada de la O
rden de Santo 

D
om

ingo, T
om

o X
, M

adrid: Im
prenta de la viuda é hija de G

óm
ez 

Fuentenebro, 1906, p. 453.

（
9
）　

邦
訳
は
筆
者
に
よ
る
。［　

］
以
内
は
筆
者
が
補
っ
た
語
句
で
あ
る
。
以
下
同
様
。

（
10
）　

引
用
は
、『
キ
リ
シ
タ
ン
版
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
―
―
本
文
・
索
引
』
第
一
冊
：
本
文
篇
・

漢
字
索
引
篇
（
豊
島
正
之
編
、
大
阪
：
清
文
堂
、
一
九
八
七
年
）、
一
〇
七
頁
に
よ
る
。

本
篇
は
、
落
丁
が
な
い
唯
一
の
伝
本
で
あ
るBiblioteca A

postolica V
aticana

蔵
本

を
底
本
と
し
て
い
る
。
な
お
、
同
書
に
は
漢
字
の
読
み
方
や
記
号
が
多
数
付
さ
れ
て
い

る
が
、
引
用
に
際
し
て
は
、
必
要
な
場
合
を
除
い
て
一
切
省
略
し
た
。

（
11
）　Cuervo, Justo, O

bras de Fr. L
uis de G

ranada de la O
rden de Santo 

D
om

ingo, T
om

o I, M
adrid: Im

prenta de la viuda é hija de G
óm

ez 

Fuentenebro, 1906, p. 71.

（
12
）　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
逸
話
は
、『
ぎ
や
ど
』
上
巻
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
中
谷
家
に
現

存
す
る
の
は
、
新
村
出
が
「
零
本
一
冊
下
巻
だ
け
の
不
完
本
」
と
し
て
い
る
通
り
、
下

巻
の
写
本
の
み
で
あ
る
（
新
村
出
「
摂
政
官
台
覧
の
吉
利
支
丹
遺
物
」『
新
村
出
全
集
』

第
八
巻
、
一
九
七
二
年
、
三
五
〇
頁
）。
そ
れ
は
、
長
崎
版
『
ぎ
や
ど
』
の
写
し
で
あ
る

こ
と
が
、
小
島
幸
枝
『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
筆
写
本
の
国
語
学
的
研
究
』（
風
間
書
房
、

一
九
九
七
年
）
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
井
藤
暁
子
の
「
千
提
寺
・
下
音
羽
の
キ

リ
シ
タ
ン
信
仰
」（『
大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
』
第
四
十
集
、

一
九
九
九
年
、
二
八
六
頁
）
で
は
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
「
ど
ち
り
い
な
き
り

し
た
ん
」（
旧
中
谷
家
本
）
の
収
納
箱
に
は
、
姉
崎
正
治
筆
と
さ
れ
て
い
る
一
枚
の
紙
片

の
記
録
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
正
体
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、

本
稿
の
筆
者
の
調
査
で
は
、そ
れ
は
ま
さ
に『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』上
巻
か
ら
の
抜
萃（
前

掲
注
（
10
）
書
、
七
三
頁
に
あ
た
る
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
完
本
は
現
存
し
な

い
も
の
の
、
上
巻
も
本
地
域
に
伝
播
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。

（
13
）　

前
掲
注
（
11
）
書
、p. 24.

（
14
）　

前
掲
注
（
10
）
書
、
三
一
頁
。

題
は
そ
の
意
味
で
優
れ
て
実
態
に
即
す
る
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
に
は
な
お
多
く
の
掘
り
下
げ
る
べ
き
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
ら
の
考
究
は
今
後
に
期
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
く
わ
ん

念
の
条
々
」
を
中
心
に
、G

uía de pecadores

・『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』
と
の

関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
当
時
の
翻
訳

事
業
の
状
況
の
一
端
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
諸
賢
の
ご
批
正
を

請
う
次
第
で
あ
る
。

注（
1
）　

新
村
出
「
摂
津
高
槻
在
東
氏
所
蔵
の
吉
利
支
丹
抄
物
」『
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古

学
研
究
報
告
』
第
七
冊
、
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
教
室
、
一
九
二
三
年
。

（
2
）　

橋
川
正
「
北
摂
よ
り
発
見
し
た
る
切
支
丹
遺
物
に
つ
い
て
」『
史
林
』
史
学
研
究
会
編
、

第
六
巻
第
一
号
、
一
九
二
一
年; 

浜
田
耕
作
「
西
教
史
上
の
新
史
料
の
発
見
」『
百
濟
觀

音
』
東
京
：
イ
デ
ア
書
院
、
一
九
二
六
年
。

（
3
）　
［
葡m

editação

］
黙
想
。

（
4
）　Sobczyk M

.

「
東
藤
次
郎
旧
蔵
本
『吉
利
支
丹
抄
物
』
の
成
立
に
つ
い
て
」『
国
語

国
文
』
第
八
十
一
巻
第
六
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
〜
二
四
頁
。

（
5
）　
［padre

］
の
合
字
。

（
6
）　

翻
刻
は
、
筆
者
が
私
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
、
句

読
点
を
付
け
た
。

（
7
）　
［A

rsenios

］（
三
五
四
年
頃
〜
四
四
五
年
頃
）。
大
聖
ア
ル
セ
ニ
オ
ス
と
尊
称
さ
れ
た

隠
修
士
。『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
I
（
上
智
学
院
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員

会
編
、
東
京
：
研
究
社
、
一
九
九
六
年
）、
二
〇
九
頁
に
よ
る
。
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（
28
）　

前
掲
注
（
10
）
書
、
三
一
頁
。

（
29
）　

鷲
尾
順
敬
編
『
日
本
思
想
闘
争
史
料
』
第
十
巻
、
名
著
刊
行
会
、
一
九
六
九
年
、

四
一
頁
。
京
都
で
著
さ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
立
場
か
ら
日
本
在
来
の
宗
教
を
論
駁
す
る

書
で
あ
る
。
妙
秀
と
幽
貞
の
両
尼
の
問
答
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

（
30
）　

海
老
沢
有
道
・
松
田
毅
一
『
エ
ヴ
ォ
ラ
屏
風
文
書
の
研
究
』
東
京
：
ナ
ツ
メ
社
、

一
九
六
三
年
、
一
四
三
頁
。

（
31
）　
『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ　

ザ
ビ
エ
ル
全
書
簡
』
河
野
純
徳
訳
、
東
京
：
平
凡
社
、

一
九
八
五
年
、
五
二
三
頁
。

（
32
）　

ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
ー
ル
ハ
ン
マ
ー
『
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
見
た
日
本
の
神
々
』
安

田
一
郎
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
三
〜
一
三
四
頁
。

（
33
）　

前
掲
注
（
31
）
書
、
五
二
六
頁
。

（
34
）　

フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
』
三
、
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
、

二
三
二
頁
。

（
35
）　A

lvarez-T
aladriz, José Luis, M

iscelánea Japónica I, A
visos y R

eglas de 

los Predicadores de la Com
pañia de Jesus en Japon, O

saka: 1978, pp. 131

（20

）–130

（21

）.

（
36
）　Item

, tenga otro sum
ario de los m

otivos m
ás graves que sean de m

ás 

eficacia para persuadir a las virtudes y exhortar a aborrecer los vicios, 

com
o es tener resum

ida la m
ateria de los N

ovísim
os, los beneficios divinos, 

etcétera. 

前
掲
注
（
35
）
書
、p. 128

（23

）.

（
37
）　

い
わ
ゆ
る
「
最
後
の
四
終
」
も
ま
た
、『
吉
利
支
丹
抄
物
』
の
最
大
の
章
節
「
一
七
日

に
わ
く
る
最
初
の
め
ぢ
さ
ん
の
七
ケ
条
」
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
前
稿
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
前
掲
注
（
4
）
論
文
。

（
38
）　

福
島
邦
道
編
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』「
解
説
」、
東
京
：
勉
誠
社
、
一
九
八
一
年
、

三
〜
八
頁；

小
島
幸
枝
『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
筆
写
本
の
国
語
学
的
研
究
』
東
京
：
風
間

書
房
、
一
九
九
七
年
、
一
五
〜
一
九
頁; 

折
井
善
果
『
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
お
け
る
日

欧
文
化
比
較
―
―
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
と
日
本
』
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
四
十
七
輯
、

（
15
）　

前
掲
注
（
11
）
書
、p. 24.

（
16
）　

他
か
ら
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
に
報
い
る
義
務
を
負
う
。（
中
略
）
キ
リ
シ
タ

ン
に
お
い
て
、
神
や
他
の
人
か
ら
恩
恵
を
受
け
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
に
報
い
る
だ
け

の
こ
と
を
す
る
義
務
を
負
う
意
に
用
い
ら
れ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編

一
』
土
井
忠
生
（
編
修
代
表
）・
室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
、
三
省
堂
、

一
九
八
五
年
、
六
七
七
〜
六
七
八
頁
。

（
17
）　X

iqixin. 

シ
キ
シ
ン
（
色
身
）Iro, m

i.

（
色
、
身
）
肉
体
。『
日
葡
辞
書
―
―
邦
訳
』

土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
七
七
六
頁
。

Roccon. 

ロ
ッ
コ
ン
（
六
根
）
日
本
人
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
五
つ
の
外
面
的
感

官
と
、
総
合
的
感
官
と
の
、
六
つ
の
感
官
。
同
書
、
三
八
九
頁
。 

こ
こ
は
、
感
官
を
備

え
た
全
身
の
意
か
。

（
18
）　V

aqi, qu, ita. 

ワ
キ
、
ク
、
イ
タ
（
分
き
、
く
、
い
た
）
ま
た
、
詩
人
の
間
で
は
、

理
解
す
る
、
あ
る
い
は
了
解
す
る
と
い
う
意
。
例
、Vaqucatam

oni

（
分
く
方
も
な
い
）

わ
か
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
物
事
を
識
別
し
た
り
、
考
え
め
ぐ
ら
し
た
り
す
る
術

が
な
い
。
前
掲
注
（
17
）
書
、
六
七
八
頁
。
こ
こ
は
、
識
別
の
意
か
。

（
19
）　

前
掲
注
（
10
）
書
、
三
一
〜
三
二
頁
。

（
20
）　

前
掲
注
（
11
）
書
、pp. 24–25.

（
21
）　

前
掲
注
（
10
）
書
、
三
二
頁
。

（
22
）　

前
掲
注
（
11
）
書
、p. 24.

（
23
）　

鋳
型
の
意
か
。Icata. 

イ
カ
タ
（
鋳
型
）
弾
丸
や
像
な
ど
を
鋳
造
す
る
型
。
前
掲
注

（
17
）
書
、
三
二
三
頁
。

（
24
）　Icaxi, su, aita. 

イ
カ
シ
、
ス
、
イ
タ
（
生
か
し
、
す
、
い
た
）。
今
に
も
死
に
そ
う

に
な
っ
て
い
る
人
を
生
き
返
ら
せ
る
、
す
な
わ
ち
、
命
を
助
け
る
。
前
掲
注
（
16
）
書
、

三
二
三
頁
。

（
25
）　
［
西
・
葡 causa m

aterial

、
拉 causa m

aterialis

］
質
料
因
。

（
26
）　
［
西
・
葡 causa form

al

、
拉 causa form

alis

］
形
相
因
。

（
27
）　
［
西
・
葡 causa eficiente

、
拉 causa effi

ciens

］
始
動
因
。
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東藤次郎旧蔵本『吉利支丹抄物』と Guía de pecadores との関係について

（
46
）　

た
だ
し
、
下
線
の
部
分
に
関
し
て
は
、「
見
事
な
日
本
の
言
葉
と
〔
日
本
の
〕
様
式
で

訳
さ
れ
た
」
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。

（
47
）　A

lvarez-T
aladriz, J. L.

「
ラ
ウ
レ
ス
先
生
の
「こ
ん
べ
え
糖
」」『
ビ
ブ
リ
ア
』
天

理
図
書
館
報
、
第
十
一
号
、
昭
和
三
十
三
（
一
九
五
八
）
年
の
復
刻
版
、
天
理
：
天
理

大
学
出
版
部
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
頁
。

（
48
）　

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
原
著
、 

岡
本
良
知
譯
註
、
東
京
：
東
洋
堂
、
一
九
四
二
年
、

七
七
頁
。

（
49
）　
『
日
本
の
カ
テ
キ
ズ
モ
』
家
入
敏
光
訳
編
、
天
理
図
書
館
参
考
資
料 

第
七
、
天
理
図

書
館
、
一
九
六
九
年
、
三
一
四
頁
。

（
50
）　

デ
ウ
ス
［
拉 deus

］
天
主
、
神
を
意
味
す
る
ロ
ー
マ
字
表
記
に
よ
る
合
字
。

参
考
文
献

A
lvarez-T

aladriz, José Luis, M
iscelánea Japónica I, A

visos y R
eglas de los 

Predicadores de la Com
pañia de Jesus en Japon, O

saka, 1978

Cuervo, Justo, O
bras de Fr. Luis de G

ranada de la O
rden de Santo D

om
ingo, 

T
om

o I, T
om

o X
, M

adrid: Im
prenta de la viuda é hija de G

óm
ez 

Fuentenebro, 1906

折
井
善
果
『
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
お
け
る
日
欧
文
化
比
較　

ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ラ
ナ
ダ
と
日
本
』

キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
四
十
七
輯
、
東
京
：
教
文
館
、
二
〇
一
〇
年

尾
原
悟
「
キ
リ
シ
タ
ン
版
に
つ
い
て　

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
年
報
を
中
心
に
一
〜
三
」『
上
智
史

学
』
第
二
十
八
号
、
一
九
八
三
年
／
第
二
十
九
号
、
一
九
八
四
年
／
第
三
十
一
号
、

一
九
八
六
年

小
島
幸
枝
『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
筆
写
本
の
国
語
学
的
研
究
』
東
京
：
風
間
書
房
、
一
九
九
七

年

新
村
出
「
摂
津
高
槻
在
東
氏
所
蔵
の
吉
利
支
支
丹
抄
物
」『
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研

究
報
告
』
第
七
冊
、
一
九
二
三
年

東
京
：
教
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、
七
九
〜
八
六
頁
。

（
39
）　
〈
邦
訳
〉
第
四
。
自
分
の
役
を
よ
く
務
め
る
た
め
に
、
堪
能
な
説
教
師
の
い
く
つ
か
の

説
教
を
持
っ
て
お
く
こ
と
も
、
大
い
に
助
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
か
ら
、「
説
か

れ
る
」
事
柄
だ
け
で
は
な
く
、
順
序
や
話
し
方
を
学
ぶ
た
め
で
あ
る
。T

am
bién 

ayudará para hacer bien su oficio tener algunas predicaciones de buenos 

predicadores, para aprender de ellos no solam
ente las cosas sino tam

bién 

el orden y m
odo de decirlas. 

前
掲
注
（
35
）
書
、p. 126

（25

）.

（
40
）　Contenptus m

undi

の
こ
と
。
た
と
え
ば
、Joanne, H

ayo, D
e R

ebvs Iaponicis, 

Indicis, E
t Pervanis E

pistolae R
ecentiores, A

ntverpiae, 1605, p. 469

に
は

「Contem
ptus m

undi, vel Gerson

」
と
見
え
、
当
時
の
認
識
が
窺
え
る
。

（
41
）　V

alignano, A
lejandro, Sum

ario de las cosas de Japón

（1583

）; A
diciones 

del Sum
ario de Japón

（1592

）, editados por José Luis A
lvarez-T

aladriz, 

M
onum

enta N
ipponica m

onographs 9, T
okyo: 1954, pp. 167–168.

（
42
）　
「
摂
政
宮
台
覧
の
吉
利
支
丹
遺
物
」『
新
村
出
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
二
年
、
三
四
九
頁
。

（
43
）　A

provechará a los predicadores tener cada uno un cartapacio en el cual 

tengan escritos los principios de los Evangelios de todo el año, dejando 

para cada Evangelio alguna hoja u hojas en blanco, donde irán escribiendo 

los puntos que oigan o lean pertinentes a tal Evangelio, y otro cartapacio 

de lugares com
unes de las virtudes y de los vicios, dejando para cada 

virtud o vicio alguna hoja y hojas en blanco para ir anotando entre año lo 

que lean u oigan pertinente a tal virtud o vicio. 

前
掲
注
（
35
）
書
、p. 126

（25

）.

（
44
）　
『
バ
レ
ト
写
本
』
の
構
成
と
白
紙
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
川
口
敦
子
「
朗
読
集 

（Lectionarium

） 

と
し
て
の
バ
レ
ト
写
本
所
収
文
書
」（『
京
都
大
学
國
文
學
論
叢
』
九
、

二
〇
〇
二
年
）、
三
八
〜
三
九
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
45
）　

尾
原
悟
「
キ
リ
シ
タ
ン
版
に
つ
い
て　

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
年
報
を
中
心
に
（
三
）」『
上

智
史
学
』
第
三
十
一
号
、
一
九
八
六
年
、
二
頁
。
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