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驚
異
へ
捧
げ
る
賛
辞

―
―
ナ
ポ
リ
随
一
の
文
筆
家
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ク
ラ
ッ
ソ
に
見
る
日
本
像

小
川
　
仁

　
そ
う
し
た
な
か
で
特
異
な
刊
行
物
だ
っ
た
の
は
︑
ナ
ポ
リ
出
身
の
弁
護
士
に

し
て
文
筆
家
で
あ
っ
た
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ク
ラ
ッ
ソ
（Lorenzo C

rasso, 

一
六
二
三

︱
一
六
九
一
（
の
手
に
よ
る
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄（Elogi di capitani illustri, Venezia, 

（（（（

（
（
（

（
で
あ
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
一
六
~
一
七
世
紀
の
世
界
各
地
の
著
名
な
武

将
九
八
名
の
事
績
を
︑
礼
賛
と
い
う
ス
タ
ン
ス
か
ら
評
伝
形
式
で
紹
介
し
た
︒

著
作
に
は
︑
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
日
本
人
武
将
と
し
て
豊
臣
秀
吉
︑
徳
川

家
康
の
二
名
が
︑
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
報
告
書
や
旅
行
記
形
式
で
は
な
く
︑

日
本
を
は
じ
め
と
し
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
圏
の
人
物
を
︑
賛
辞
を
織
り
交
ぜ

た
人
物
伝
︑
い
わ
ゆ
る
伝
賛
と
い
う
形
式
で
纏
め
上
げ
た
著
作
は
︑
同
時
代
で

は
他
に
類
を
見
な
い
︒

　
本
論
文
は
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
が
取
り
上
げ
る
豊
臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
の
記

は
じ
め
に

　
一
七
世
紀
︑
イ
タ
リ
ア
を
は
じ
め
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
︑
非
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
の
情
報
を
得
る
最
も
簡
便
な
方
法
は
︑
世
界
各
地
で
布
教
活
動
を

展
開
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
の
書
簡
集
に
目
を
通
す
こ
と
で
あ
っ
た
︒
イ

エ
ズ
ス
会
は
︑
自
ら
の
組
織
の
宣
伝
戦
略
の
手
段
と
し
て
︑
世
界
各
地
の
イ
エ

ズ
ス
会
士
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
布
教
報
告
を
︑
イ
タ
リ
ア
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑

ラ
テ
ン
語
を
は
じ
め
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
語
に
翻
訳
し
︑
出
版
し
て
い
た
︒
冒

険
商
人
や
航
海
士
の
旅
行
記
な
ど
も
出
版
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
イ
エ
ズ
ス
会

士
の
書
簡
集
に
は
到
底
及
ば
ぬ
規
模
で
あ
っ
た
︒
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述
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
一
七
世
紀
中
葉
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
人
イ

メ
ー
ジ
の
受
容
︑
と
り
わ
け
日
本
人
武
将
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
解
明
に
注
力

す
る
︒
本
稿
で
は
︑
ま
ず
著
者
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ク
ラ
ッ
ソ
の
生
い
立
ち
︑
生
ま

れ
育
っ
た
ナ
ポ
リ
の
当
時
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
の
の
ち
当
該
著
作
の
一

七
世
紀
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
文
学
の
な
か
で
の
位
置
を
確
認
し
︑﹃
著
名
武
将

伝
賛
﹄
の
概
要
に
目
を
向
け
た
う
え
で
典
拠
の
同
定
を
試
み
る
︒
と
り
わ
け
著

者
ク
ラ
ッ
ソ
に
よ
り
描
か
れ
た
豊
臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
の
人
物
像
を
考
察
す
る

こ
と
に
努
め
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ
の
著
作
の
精
緻
な
読
み
を
通
し
て
︑
一
七
世
紀
末

の
イ
タ
リ
ア
知
識
人
に
お
け
る
︑
文
化
土
壌
が
異
な
る
人
物
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
の
形
成
︑
咀
嚼
の
過
程
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を
︑
最
大
の
目
標
に
据
え

る
こ
と
と
し
た
い
︒

第
一
章
　
ク
ラ
ッ
ソ
の
人
物
像
と
そ
の
背
景

第
一
節
　
ナ
ポ
リ
随
一
の
文
筆
家
―
―
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ク
ラ
ッ
ソ

　﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
を
著
し
た
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
ナ
ポ
リ
近
郊
の

ピ
ア
ヌ
ー
ラ
出
身
で
︑
ピ
ア
ヌ
ー
ラ
男
爵
（Barone di Pianura

（
（
（

（
や
法
学
博
士
と

い
う
肩
書
を
持
ち
︑
弁
護
士
と
し
て
活
躍
し
た
一
方
で
︑
文
筆
家
と
し
て
も
名

を
馳
せ
た
人
物
で
あ
る
︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
が
生
き
た
一
七
世
紀
中
葉
の
ナ
ポ
リ
王
国
は
︑
一
五
〇
五
年
か
ら

ス
ペ
イ
ン
王
国
の
支
配
下
に
あ
り
︑
ス
ペ
イ
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
貴

族
の
副
王
が
ナ
ポ
リ
の
統
治
を
担
っ
て
い
た
︒
王
権
は
中
央
か
ら
地
方
の
末
端

に
至
る
統
治
機
構
を
備
え
て
は
い
た
も
の
の
︑
ナ
ポ
リ
市
政
も
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ

タ
と
呼
ば
れ
る
行
政
単
位
も
貴
族
層
が
牛
耳
っ
て
お
り
︑
王
権
と
貴
族
層
の
二

元
的
統
治
構
造
を
有
し
て
い
た（

（
（

︒
諸
制
度
・
諸
手
続
き
が
複
雑
で
︑
様
々
な
レ

ベ
ル
で
の
係
争
も
絶
え
ず
︑
裁
判
官
︑
法
律
家
︑
弁
護
士
︑
公
証
人
な
ど
の
法

曹
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
︑
ナ
ポ
リ
王
国
内
で
独
自
の
勢
力
を
築
い
て
い
た（

（
（

︒

こ
の
よ
う
な
安
定
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
行
政
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
︑

ナ
ポ
リ
王
国
に
は
︑
戦
争
を
繰
り
返
す
ス
ペ
イ
ン
本
国
に
よ
り
︑
戦
費
調
達
の

た
め
重
い
税
金
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
民
衆
た
ち
は
︑

一
六
四
七
年
に
魚
屋
の
マ
ザ
ニ
エ
ッ
ロ
の
指
導
の
も
と
反
旗
を
翻
し
︑
こ
の
機

に
乗
じ
て
制
度
改
革
を
目
論
む
法
曹
も
加
わ
り
︑
九
か
月
に
わ
た
り
抵
抗
を
続

け
た（

（
（

︒
ク
ラ
ッ
ソ
自
身
は
反
乱
に
加
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
こ
う
い
う
政

治
的
風
土
の
も
と
文
筆
活
動
に
勤
し
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
︒

　
こ
こ
で
︑
当
時
の
イ
タ
リ
ア
︑
そ
し
て
ナ
ポ
リ
の
文
学
を
取
り
巻
く
背
景
を

押
さ
え
つ
つ
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
文
筆
活
動
の
様
子
に
目
を
向
け
て
い
き
た
い
︒
一

六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
至
る
イ
タ
リ
ア
で
は
︑
大
航
海
時
代
の
進
展
と
と

も
に
︑
ア
メ
リ
カ
大
陸
や
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
︑
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
情
報
が

多
く
も
た
ら
さ
れ
︑
そ
れ
ら
を
基
に
し
た
書
簡
集
や
旅
行
記
が
多
数
出
版
さ
れ

た
︒
イ
タ
リ
ア
の
代
表
的
な
哲
学
者
・
歴
史
学
者
の
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー

チ
ェ
（Benedetto C

roce, 

一
八
六
六
︱
一
九
五
二
（
は
︑
そ
う
し
た
時
代
潮
流
の

な
か
で
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
の
よ
う
な
評
伝
形
式
の
著
作
が
多
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く
現
れ
︑
同
時
代
史
を
一
層
詳
述
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

（
（

︒

　
ナ
ポ
リ
で
は
一
六
一
一
年
に
︑﹁
オ
ズ
ィ
オ
ー
ジ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
﹂（Accadem

ia 

degli O
ziosi

（
が
設
立
さ
れ
た
︒
政
治
・
神
学
的
問
題
に
は
あ
え
て
触
れ
ず
︑
閑

暇
（ozio

（
の
な
か
で
︑
科
学
・
哲
学
・
文
学
と
緩
や
か
に
戯
れ
る
こ
と
を
旨
と

し
て
設
立
さ
れ
︑
一
八
世
紀
年
初
頭
ま
で
続
い
た
団
体
だ
っ
た
︒
こ
の
オ
ズ
ィ

オ
ー
ジ
と
も
深
い
関
係
に
あ
っ
た
ナ
ポ
リ
出
身
の
文
筆
家
︑
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ

タ
・
マ
リ
ー
ノ
（G

am
battista M

arino, 
一
五
六
九
︱
一
六
二
五
（
が
作
り
出
す
詩

は
︑
巧
み
な
隠
喩
と
﹁
驚
異
﹂︑﹁
滑
稽
﹂︑﹁
残
酷
﹂
と
い
っ
た
バ
ロ
ッ
ク
的
表

象
に
よ
り
︑
当
時
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
文
体
は
マ
リ
ニ
ス
モ

（
マ
リ
ー
ノ
風
（
と
も
称
さ
れ
︑
彼
の
作
風
を
信
奉
す
る
人
び
と
は
マ
リ
ニ
ス
ト

と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ
も
ま
た
︑
オ
ズ
ィ
オ
ー
ジ
の
一
員
で
あ
り
︑
マ

リ
ニ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
︒
ク
ラ
ッ
ソ
が
︑
文
学
活
動
が
活
発
な
ナ
ポ
リ
と
い
う

土
地
柄
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
文
筆
活
動
に
勤
し
ん
で
い
た
こ
と
を
窺
い
知

る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
は
痛
風
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
︑
私
設
図
書
室
を
作
り
︑
そ
こ
を

執
筆
活
動
の
場
と
し
︑
多
く
の
著
作
を
刊
行
し
た
︒
当
該
図
書
室
で
ク
ラ
ッ
ソ

は
︑
イ
タ
リ
ア
人
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
パ
ト
リ
ツ
ィ
（Francesco Patrizi, 

一
五

二
九
︱
一
五
九
七
（
や
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ジ
ラ
ル
デ
ィ
・
チ
ン
ツ
ィ
オ

（G
iam

battista G
iraldi C

inzio, 

一
五
〇
四
︱
一
五
七
三
（︑
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ヘ
ー
ラ

ル
ツ
・
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヴ
ォ
ス
（G

erhard Johannes Voss, 

一
五
七
七
︱
一
六
四
九
（

と
い
っ
た
哲
学
者
ら
の
資
料
や
著
作
を
熱
心
に
収
集
・
整
理
し
︑
そ
れ
ま
で
不

完
全
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
資
料
群
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
上
げ
よ
う
と
し

て
い
る（

（
（

︒
ギ
リ
シ
ア
語
の
知
識
が
乏
し
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ギ
リ
シ
ア

語
で
詩
を
書
く
な
ど
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
好
奇
心
旺
盛
だ
っ
た
︒
そ
う
し
た
姿
勢
が

批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が（

（
（

︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
他
の
知
識
人
と
も
盛
ん
に
交

流
し
︑
そ
の
証
左
の
一
端
と
し
て
ク
ラ
ッ
ソ
が
認
し
た
た
め
た
書
簡
二
通
を
﹃
修
道
院

長
ミ
ケ
ー
レ
・
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
ニ
書
簡
集
﹄
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る（

（
（

︒

一
通
の
書
簡
は
︑
前
述
の
﹁
マ
ザ
ニ
エ
ッ
ロ
の
乱
﹂
と
思
わ
れ
る
反
乱
の
様
子

を
︑
様
々
な
比
喩
を
織
り
込
み
な
が
ら
婉
曲
的
に
伝
え（

（1
（

︑
も
う
一
書
は
一
六
五

六
年
の
ペ
ス
ト
の
流
行
に
つ
い
て
先
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
︑

絶
望
的
な
状
況
を
文
学
的
修
辞
を
用
い
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る（

（（
（

︒
ど
ち
ら
の

書
簡
も
︑
友
人
に
現
在
の
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
を
報
告
す
る
と
い
う
形
式
を

取
り
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
執
筆
の
意
図
と
同
じ
よ
う
に
︑
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
︑

知
り
得
る
限
り
の
世
の
中
の
状
況
を
広
く
伝
え
よ
う
と
す
る
ク
ラ
ッ
ソ
の
姿
勢

を
こ
こ
に
も
認
め
ら
れ
る
︒

　
同
時
代
一
六
七
八
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
ナ
ポ
リ
叢
書
﹄
は
︑﹁
ク
ラ
ッ
ソ
は
ナ

ポ
リ
市
︑
ナ
ポ
リ
王
国
随
一
の
文
筆
家
で
あ
り
︑
才
気
に
満
ち
溢
れ
︑
そ
の
学

識
と
博
識
に
お
い
て
永
遠
の
名
声
を
得
て
い
る
﹂
と
ク
ラ
ッ
ソ
を
称
賛
す
る
︒

ナ
ポ
リ
の
著
名
な
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
左
に
し
て
お
り
︑

さ
ま
ざ
ま
な
資
料
か
ら
推
察
す
る
に
︑
彼
が
文
才
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
︒
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第
二
節
　『
文
人
伝
賛
』
か
ら
『
著
名
武
将
伝
賛
』
へ
―
―
そ
の
成
立
と
展
開

　
ク
ラ
ッ
ソ
の
主
な
著
作
と
し
て
は
︑
オ
ヴ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
詩
集
﹃
名
婦
の
書

簡
﹄（H

eroiden

（
を
模
し
た
︑
詩
集
﹃
英
雄
書
簡
﹄（Epistole H

eroiche Poesie, 

Venezia, （（（（
（︑﹃
ギ
リ
シ
ア
詩
の
歴
史
﹄（Istoria dei poeti greci, N

apoli, （（（（

（︑

﹃
詩
論
﹄（Poesia, Venezia, （（（（

（︑
そ
し
て
二
巻
か
ら
成
る
﹃
文
人
伝
賛
﹄（Elogii 

d’huom
ini letterati, Venezia, （（（（

（
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
を
論
ず
る
前
に
言
及
す
べ
き
は
︑﹃
文
人
伝
賛
﹄
の
著
述

の
形
式
で
あ
ろ
う
︒
当
該
著
作
は
︑
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
（G

alileo G
alilei, 

一

五
六
四
︱
一
六
四
二
（
や
︑
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
（Francis Bacon, 

一
五
六
一

︱
一
六
二
六
（︑
ト
マ
ソ
・
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
（Tom

m
aso C

am
panella, 

一
五
六
八
︱

一
六
三
九
（︑
ト
ル
ク
ァ
ー
ト
・
タ
ッ
ソ
（Torquato Tasso, 

一
五
四
四
︱
一
五
九

五
（
を
は
じ
め
と
す
る
︑
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
中
葉
に
い
た
る
西
欧
の
文

学
者
︑
哲
学
者
︑
科
学
者
︑
聖
職
者
等
を
︑
第
一
巻
で
七
三
名
︑
第
二
巻
で
七

一
名
が
紹
介
す
る
︒

　
一
項
目
に
一
人
の
人
物
伝
と
い
う
構
成
を
と
る
本
著
作
は
︑
各
項
目
冒
頭
に

紹
介
人
物
の
肖
像
画
（
銅
版
画
（
が
付
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
経
歴
や
事

績
が
二
~
五
ぺ
ー
ジ
程
度
綴
ら
れ
た
の
ち
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
じ
め
︑
数
人
の
著
述

家
に
よ
る
紹
介
人
物
へ
の
散
文
形
式
の
賛
辞
（Elogio

（
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
文
人
伝
賛
﹄
に
お
い
て
︑
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
︑
各
文
人
の
評
伝
に
文
芸

共
和
国
（Respublica litteraria

（
と
い
う
語
句
が
多
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

ク
ラ
ッ
ソ
が
活
躍
し
た
一
七
世
紀
後
半
︑
学
者
集
団
を
は
じ
め
と
す
る
知
識
層

は
︑
自
ら
が
帰
属
を
意
識
し
て
い
る
知
的
共
同
体
を
﹁
文
芸
共
和
国
﹂
と
呼
ん

で
い
た
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
主
た
る
基
盤
と
し
た
こ
の
共
同
体
は
︑
内
部

で
政
治
的
・
宗
教
的
な
軋
轢
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
層
を

取
り
巻
く
一
大
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た（

（（
（

︒
こ
の
﹁
文
芸

共
和
国
﹂
と
い
う
概
念
の
内
実
と
重
要
性
を
明
確
に
し
た
の
は
︑
一
六
八
四
年

にN
ouvelles de la République des Lettres

を
出
版
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
イ
ル

（Pierre Bayle, 

一
六
四
七
︱
一
七
〇
六
（
と
言
わ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
一
六

五
六
年
に
詩
人
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
（G

iuseppe Battista, 

一
六
一
〇
︱

一
六
七
五
（
に
宛
て
た
手
紙
の
末
尾
を
﹁
文
芸
共
和
国
の
利
益
の
た
め
に
﹂
と

締
め
く
く
っ
て
お
り（

（（
（

︑
ク
ラ
ッ
ソ
自
身
が
文
芸
共
和
国
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を

強
く
意
識
し
つ
つ
︑
知
識
の
広
大
な
沃
野
と
も
い
え
る
文
芸
共
和
国
の
文
脈
に

身
を
置
い
て
﹃
文
人
伝
賛
﹄
を
著
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

　
武
将
を
こ
の
よ
う
な
形
式
で
纏
め
た
著
書
は
ク
ラ
ッ
ソ
の
著
作
以
外
に
も
い

く
つ
か
認
め
ら
れ
る
︒
と
り
わ
け
ロ
シ
オ
・
ジ
ュ
リ
オ
（Roscio G

iulio, 

一
五
五

〇
︱
一
五
九
一
（
と
ポ
ン
ピ
リ
オ
・
ト
ッ
テ
ィ
（Pom

pilio Totti, 

一
五
九
一
︱
一
六

三
九
（
に
よ
り
編
纂
さ
れ
︑
一
六
三
五
年
に
ロ
ー
マ
で
出
版
さ
れ
た
﹃
著
名
武

将
︱
そ
の
肖
像
と
賛
辞
︱（

（（
（

﹄
の
著
述
の
形
式
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
一
六
六
六
年
に

著
し
た
﹃
文
人
伝
賛
﹄
と
構
成
・
形
式
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て

よ
い
だ
ろ
う
︒﹃
文
人
伝
賛
﹄
に
見
ら
れ
る
各
評
伝
の
末
尾
に
散
文
形
式
の
賛

辞
を
据
え
る
と
い
う
ク
ラ
ッ
ソ
な
り
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
︑
彼
が
ト
ッ
テ
ィ

の
著
作
を
大
い
に
参
考
に
し
た
結
果
の
着
想
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
だ



驚異へ捧げる賛辞 

73

ろ
う
︒

　﹃
著
名
武
将
︱
そ
の
肖
像
と
賛
辞
︱
﹄
の
影
響
を
受
け
︑﹃
文
人
伝
賛
﹄
執
筆

に
あ
た
り
散
文
を
組
み
込
む
こ
む
こ
と
で
︑
一
つ
の
評
伝
の
形
式
を
作
り
上
げ

た
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
に
お
い
て
も
︑
上
述
の
二
著
作
の
評
伝
に

と
ら
れ
て
い
る
形
式
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
踏
襲
し
た
︒
ク
ラ
ッ
ソ
は
﹃
文
人
伝

賛
﹄
執
筆
の
際
に
培
っ
た
経
験
を
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
に
活
か
し
た
の
だ
っ
た
︒

　
一
方
︑
ジ
ュ
リ
オ
と
ト
ッ
テ
ィ
の
著
作
を
参
考
に
し
て
﹃
文
人
伝
賛
﹄
を
執

筆
し
︑
そ
の
後
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
を
書
き
上
げ
た
と
い
う
経
緯
に
鑑
み
る
と
︑

﹃
文
人
伝
賛
﹄
の
執
筆
に
先
立
っ
て
世
界
の
武
将
の
評
伝
を
執
筆
す
る
と
い
う

着
想
を
得
な
が
ら
も
︑
文
人
・
武
将
の
別
な
く
多
種
多
様
な
人
物
に
興
味
を
抱

き
︑
そ
れ
ら
を
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
と
﹃
文
人
伝
賛
﹄
と
し
て
ま
と
め
上
げ
る

こ
と
で
︑
壮
大
な
伝
賛
計
画
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
い
か
︒

第
三
節
　『
著
名
武
将
伝
賛
』
―
―
「
伝
賛
・
肖
像
画
形
式
」
の
ル
ー
ツ

　﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
で
は
︑
当
時
活
躍
し
た
武
将
九
八
名
の
評
伝
が
列
挙
さ
れ

る
︒
馴
染
み
深
い
と
こ
ろ
で
は
︑
一
人
目
に
は
豊
臣
秀
吉
（
一
︱
五
頁
（
が
︑
一

〇
人
目
（
四
七
︱
五
一
頁
（
に
は
徳
川
家
康
が
載
っ
て
い
る
︒
ほ
か
に
も
ム
ガ
ー

ル
帝
国
の
ア
ク
バ
ル
帝
や
︑
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
一
三
世
︑
三
十
年
戦
争
で
名

を
馳
せ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
王
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
な
ど
の
名
も
見
ら
れ
る
︒

紹
介
さ
れ
て
い
る
武
将
を
地
域
別
に
分
類
す
る
な
ら
ば
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
八
四
名
︑

ト
ル
コ
・
ペ
ル
シ
ア
一
〇
名
︑
日
本
二
名
︑
イ
ン
ド
一
名
︑
中
国
一
名
と
な
る
︒

こ
の
分
布
を
瞥
見
し
て
み
る
と
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
に
お
い
て
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
せ
ず
世
界
的
な
視
野
で
武
将
た
ち
の
活
躍
を
俯
瞰
し
て
い

た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
武
将
の
み
を
対
象
と
し

て
い
た
ジ
ュ
リ
オ
と
ト
ッ
ト
ィ
の
著
作
と
は
一
線
を
画
す
︒

　
当
時
ナ
ポ
リ
を
支
配
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
国
王
カ
ル
ロ
ス
二
世
（C

arlos II, 

一
六
六
一
︱
一
七
〇
〇
（
に
宛
て
ら
れ
た
献
辞
︑
お
よ
び
﹁
読
者
へ
の
辞
﹂
に
も
︑

ク
ラ
ッ
ソ
の
著
作
の
執
筆
意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
こ
で
は
︑﹃
イ
ー

リ
ア
ス
﹄
の
主
人
公
ア
キ
レ
ウ
ス
や
︑
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
な

ど
︑
先
人
の
事
績
を
引
用
し
つ
つ
︑
天
賦
の
才
に
恵
ま
れ
︑
類
ま
れ
な
活
躍
を

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
ま
で
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
武
将

た
ち
を
紹
介
し
た
い
と
︑
述
べ
ら
れ
て
い
る（

（（
（

︒

　
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
人
文
主
義
者
た
ち
は
︑﹁
歴
史
﹂
を
大
い
な
る
分
野
と
認
識

し
て
お
り
︑
そ
れ
と
一
線
を
画
す
よ
う
に
し
て
︑
伝
記
に
お
い
て
は
礼
賛
形
式

で
著
そ
う
と
し
た
︒﹃
文
人
伝
賛
﹄
や
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
と
同
様
に
︑
銅
版
画

と
評
伝
を
組
み
合
わ
せ
︑
多
く
の
人
物
を
紹
介
す
る
著
作
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
以
前

に
も
前
述
の
﹃
著
名
武
将
伝
賛
︱
そ
の
肖
像
と
賛
辞
︱
﹄
を
は
じ
め
︑
イ
タ
リ

ア
で
は
幾
つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
源
流
を
探
っ
て
い
く
と
︑
パ
オ
ロ
・

ジ
ョ
ー
ヴ
ィ
オ
（Paolo G

iovio, 

一
四
八
三
︱
一
五
五
二
（
の
一
連
の
著
作
活
動
へ

と
辿
り
着
く（

（（
（

︒
ジ
ョ
ー
ヴ
ィ
オ
は
聖
職
者
で
あ
り
︑
ま
た
医
師
︑
歴
史
家
︑
伝

記
作
家
︑
蒐
集
家
と
し
て
︑
イ
タ
リ
ア
を
中
心
に
活
躍
し
た
︒﹃
画
家
・
彫
刻
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家
・
建
築
家
列
伝
﹄
の
著
者
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
（G

iorgio Vasari, 

一
五

一
一
︱
一
五
七
四
（
と
も
親
交
を
結
ん
で
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒

ジ
ョ
ー
ヴ
ィ
オ
の
偉
業
と
し
て
最
も
有
名
な
の
が
︑
生
地
コ
モ
に
建
て
ら
れ
た

ム
ゼ
ー
オ
（
博
物
館
（
と
呼
ば
れ
る
別
荘
内
に
展
示
さ
れ
た
四
〇
〇
点
に
の
ぼ

る
肖
像
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
︒
ジ
ョ
ー
ヴ
ィ
オ
は
︑
こ
れ
ら
の
肖
像
画
そ

れ
ぞ
れ
の
伝
記
と
し
て
︑﹃
賛
辞
（Elogia

（﹄
を
ま
と
め
あ
げ
︑
一
五
四
八
年
に

Elogia virorum
 bellica laude illustrium

とElogia virorum
 litteris illustrium

の
二

冊
に
分
け
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
出
版
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
一
五
四
八

年
版
に
は
ま
だ
肖
像
画
の
木
版
画
は
な
く
︑
肖
像
画
に
伝
記
が
添
え
ら
れ
た

バ
ー
ゼ
ル
版
の
刊
行
は
︑
著
書
の
没
後
一
五
七
七
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
ジ
ョ
ー
ヴ
ィ
オ
が
確
立
し
た
肖
像
画
と
伝
賛
を
組
み
合
わ

せ
た
形
式
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
同
時
代
に
流
布
し
て
い
た
同
形
式
の
著
作
の
ほ
か
︑
ジ
ョ
ー

ヴ
ィ
オ
の
著
作
を
も
参
考
と
し
つ
つ
︑﹃
文
人
伝
賛
﹄
や
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
を

書
き
上
げ
た
可
能
性
が
高
い
︒
ク
ラ
ッ
ソ
と
も
親
交
の
あ
っ
た
神
学
者
パ
ッ
セ

リ
ー
ニ
・
ピ
エ
ト
ロ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
（Passerini Pietro Francesco, 

一
六
一
二

︱
一
六
九
四
（
が
ア
プ
ロ
シ
オ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
（Aprosio Angelico, 

一
六
〇
七

︱
一
六
八
一
（
に
宛
て
た
ピ
エ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
か
ら
の
書
簡
（
一
六
六
二
年
二
月
八

日
付
（
に
︑
以
下
の
一
節
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︱
︱
﹁
パ
ッ
セ
リ
ー
ニ
は
ロ
レ

ン
ツ
ォ
・
ク
ラ
ッ
ソ
に
︑
ト
ラ
イ
ア
ノ
・
ボ
ッ
カ
リ
ー
ニ（

（（
（

の
絵
画
を
渡
そ
う
と

奔
走
し
て
い
る
︒
そ
し
て
ク
ラ
ッ
ソ
も
パ
ッ
セ
リ
ー
ニ
に
依
頼
し
て
い
る
こ
と

が
あ
る
︒
パ
オ
ロ
・
ジ
ョ
ー
ヴ
ィ
オ
に
倣
っ
て
賛
辞
を
置
く
た
め
に
︑
ラ
テ
ン

語
か
イ
タ
リ
ア
語
で
何
か
文
章
を
作
成
し
て
く
れ
な
い
か
︑
と
言
う
の
で
あ

る（
（（
（

︒﹂
こ
の
書
簡
か
ら
は
︑
一
六
六
六
年
に
出
版
さ
れ
る
﹃
文
人
伝
賛
﹄
を
執
筆

中
の
ク
ラ
ッ
ソ
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
に
加
え
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
ジ
ョ
ー

ヴ
ィ
オ
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
︒

　
そ
の
一
方
で
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
の
肖
像
画
の
作
者
が
誰
な
の
か
︑
そ
れ
は

明
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い（

（1
（

︒

第
二
章
　『
著
名
武
将
伝
賛
』
で
語
ら
れ
る
豊
臣
秀
吉

第
一
節
　
ク
ラ
ッ
ソ
の
豊
臣
秀
吉
記
述
の
典
拠
を
も
と
め
て

　﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
の
巻
頭
を
飾
る
の
は
﹁
太
閤
様
:
日
本
の
皇
帝
﹂

（Taicosam
a Im

peratore del G
iappone

（
こ
と
︑
豊
臣
秀
吉
で
あ
る
︒
イ
エ
ズ
ス
会

の
日
本
報
告
や
書
簡
集
︑
商
人
ら
の
報
告
集
等
に
基
づ
き
編
集
さ
れ
た
地
理
書

な
ど
の
書
籍
は
︑
イ
タ
リ
ア
を
は
じ
め
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
流
布
し
︑

広
く
読
ま
れ
て
い
た
︒
私
設
図
書
室
を
有
し
て
い
た
ク
ラ
ッ
ソ
が
︑
た
と
え
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
へ
出
た
こ
と
の
無
か
っ
た
に
し
て
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
武
将

に
つ
い
て
調
べ
上
げ
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

　﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
の
よ
う
に
百
人
近
く
も
の
人
物
を
取
り
上
げ
て
著
作
に

仕
上
げ
る
に
は
︑
効
率
よ
く
数
々
の
資
料
を
読
み
︑
ま
と
め
上
げ
て
い
く
必
要

が
あ
る
︒
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
読
ま
れ
て
い
た
イ
エ
ズ
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ス
会
士
書
簡
集
や
報
告
集
は
︑
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
情
報
を
得
る
た
め
に
は
︑

最
も
簡
便
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
︒
ク
ラ
ッ
ソ
に
よ
る
秀
吉
や
家
康
の
記
述
も
︑

こ
れ
ら
を
参
考
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
色
々
な
書
簡
集
か
ら
秀
吉
や
家
康
の
記

述
を
抜
き
取
っ
て
ま
と
め
上
げ
て
い
く
作
業
は
大
変
な
手
間
を
要
す
る
こ
と
に

鑑
み
る
と
︑
効
率
を
重
視
し
て
一
つ
の
資
料
を
基
本
に
据
え
参
考
に
し
て
書
き

進
め
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

　
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
前
葉
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
イ
エ
ズ
ス
会

士
ら
の
手
に
よ
り
編
年
体
で
纏
め
あ
げ
ら
れ
た
様
々
な
﹁
イ
エ
ズ
ス
会
史
﹂
が

出
版
さ
れ
て
い
た
︒
日
本
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
地
域
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

書
簡
や
報
告
書
を
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
活
動
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
が
再
編
集
し

た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
な
か
で
秀
吉
と
家
康
の
時
代
の
記
述
を
確
認
す
る
と
︑

二
人
に
関
わ
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
を
探
り
当
て
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
の
前
提
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
秀
吉
と
家
康
を
記
述
す
る
際
に
ク
ラ
ッ
ソ
が

参
照
し
た
資
料
と
し
て
真
っ
先
に
想
起
さ
れ
る
の
が
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
イ
エ
ズ

ス
会
士
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ゲ
レ
イ
ロ
（Fernão G

uerreiro, 

一
五
五
〇
？
︱
一
六
一
七
（

編
の
﹃
イ
エ
ズ
ス
会
一
六
〇
〇
︱
一
六
〇
一
年
ア
ジ
ア
・
日
本
報
告
集（

（（
（

﹄
と
︑
イ

タ
リ
ア
人
イ
エ
ズ
ス
会
士
ダ
ニ
エ
ロ
・
バ
ル
ト
リ
（D

aniello Bartoli, 

一
六
〇
八

︱
一
六
八
五
（
編
の
﹃
イ
エ
ズ
ス
会
ア
ジ
ア
布
教
史
　
第
二
部
　
日
本
編
﹄
の
二

書
の
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い（

（（
（

︒

　
家
康
の
記
述
に
つ
い
て
の
検
討
は
次
章
に
譲
り
︑
本
節
で
は
︑
秀
吉
の
記
述

に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
︒
ゲ
レ
イ
ロ
の
﹃
イ
エ
ズ
ス
会
一
六
〇
〇
︱
一
六

〇
一
年
ア
ジ
ア
・
日
本
報
告
集
﹄
で
は
︑
第
一
章
が
ア
ジ
ア
編
︑
第
二
章
が
日

本
編
と
銘
打
っ
て
い
る
︒
秀
吉
の
記
述
に
は
︑
第
二
章
の
第
一
節
（
一
七
〇
頁
（

か
ら
第
七
節
（
二
一
六
頁
（
と
︑
五
十
頁
近
く
の
紙
面
が
割
か
れ
︑
こ
の
章
は

﹁
豊
臣
秀
吉
伝
﹂
の
よ
う
な
体
裁
を
な
し
て
い
る
︒
ゲ
レ
イ
ロ
と
ク
ラ
ッ
ソ
の

秀
吉
の
記
述
を
比
較
す
る
と
︑
生
い
立
ち
か
ら
出
世
し
︑
天
下
を
取
り
︑
朝
鮮

出
兵
︑
病
床
に
伏
せ
る
秀
吉
を
見
舞
う
イ
エ
ズ
ス
会
士
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ

ス
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
︑
記
述
の
大
枠
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
︒

　
他
方
︑
バ
ル
ト
リ
の
﹃
イ
エ
ズ
ス
会
ア
ジ
ア
布
教
史
　
第
二
部
　
日
本
編
﹄

は
︑
統
治
者
毎
に
章
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
︑
第
一
章
﹁
信
長

の
帝
権
（Im

perio di N
obunanga

（﹂
一
三
︱
二
四
二
頁
︑
第
二
章
﹁
太
閤
様
の

帝
権
（Im

perio di Taicosam
a

（﹂
二
四
三
︱
四
八
三
頁
︑
第
三
章
﹁
内
府
様
の
帝

権
（Im

perio di D
aifusam

a

（﹂
四
八
四
︱
八
三
九
頁
︑
次
い
で
徳
川
秀
忠

（X
ongunsam

a

（︑
徳
川
家
光
（Toxongun

（
を
そ
れ
ぞ
れ
扱
う
章
が
続
き
︑
全
五

章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

　
バ
ル
ト
リ
と
ク
ラ
ッ
ソ
の
記
述
を
比
較
す
る
と
︑
ゲ
レ
イ
ロ
と
の
比
較
と
同

様
に
大
枠
で
の
内
容
が
一
致
し
て
い
る
の
に
加
え
︑
細
か
な
記
述
に
お
い
て
も

一
致
す
る
点
が
多
い
︒
一
方
で
︑
第
二
章
﹁
太
閤
様
の
帝
権
﹂
に
は
二
四
〇
頁

も
割
か
れ
ゲ
レ
イ
ロ
の
﹁
秀
吉
伝
﹂
よ
り
も
か
な
り
詳
細
な
記
述
で
あ
る
︒

　
ゲ
レ
イ
ロ
と
バ
ル
ト
リ
の
著
作
は
︑
同
じ
よ
う
な
性
質
の
報
告
書
で
あ
る
︒

秀
吉
を
記
述
す
る
際
の
構
成
に
類
似
し
て
い
る
点
が
多
く
︑
出
版
年
か
ら
勘
案

し
て
︑
バ
ル
ト
リ
が
ゲ
レ
イ
ロ
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
ゲ
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レ
イ
ロ
が
著
し
た
秀
吉
を
バ
ル
ト
リ
が
参
照
し
︑
次
い
で
バ
ル
ト
リ
を
参
照
し

て
ク
ラ
ッ
ソ
が
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
に
お
い
て
秀
吉
の
記
述
を
書
き
上
げ
る
と

い
う（

（（
（

︑
伝
言
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
過
程
を
窺
い
知
れ
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
ク
ラ
ッ
ソ
の
秀
吉
記
述
の
特
徴
は
︑
ゲ
レ
イ
ロ
︑

バ
ル
ト
リ
を
お
そ
ら
く
参
考
と
し
つ
つ
も
︑
両
書
に
付
随
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
士

た
ち
の
様
子
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
記
述
が
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
記
述
で
は
︑
必

要
最
小
限
度
に
削
ぎ
落
さ
れ
︑
そ
の
上
で
ゲ
レ
イ
ロ
︑
バ
ル
ト
リ
に
は
認
め
ら

れ
な
い
ク
ラ
ッ
ソ
独
自
の
人
物
評
が
至
る
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
︑
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
お
そ
ら
く
︑
ゲ
レ
イ
ロ
︑
バ
ル
ト
リ
の
記
述
に
よ
っ

て
ス
ト
ー
リ
ー
の
大
枠
を
定
め
︑
細
部
に
つ
い
て
は
他
の
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
集

に
素
材
を
求
め
︑
そ
れ
を
大
枠
の
中
に
散
り
ば
め
て
い
く
こ
と
で
︑
全
体
を
構

成
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
次
節
で
は
︑
秀
吉
の
記
述
の
内
容
を
基
に
︑
こ
れ
ら
を
つ
ぶ
さ
に
確
認
し
︑

さ
ら
に
詳
し
く
典
拠
を
検
討
し
た
上
で
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
豊
臣
秀
吉
像
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
︒

第
二
節
　
ク 

ラ
ッ
ソ
は
豊
臣
秀
吉
を
ど
う
記
述
し
た
か 

―
―
貧
困
か
ら
の
脱
出
、
権
力
者
へ
の
道
の
り

　
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
﹃
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
﹄

を
通
し
て
︑
豊
臣
秀
吉
の
事
績
︑
と
り
わ
け
秀
吉
晩
年
の
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
迫
害
と
い
う
史
実
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
ク
ラ
ッ
ソ
に

強
い
衝
撃
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
︑
秀
吉
に
見
ら
れ
る
貧
民
か
ら
の
し
あ
が
り
︑

王
位
簒
奪
に
至
る
立
身
出
世
伝
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
た
め
に
︑
読
者
の
目
を
引
く
人
物
伝
と
し
て
︑
ク
ラ
ッ
ソ

は
秀
吉
を
同
書
の
巻
頭
に
据
え
た
可
能
性
が
あ
る
︒
秀
吉
を
紹
介
す
る
文
章
は

以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
︒

　
こ
れ
が
︑
日
本
の
大
皇
帝
︑
太
閤
様
で
あ
る
︒
我
々
が
認
識
す
る
と
こ

ろ
で
は
︑
君
主
統
治
の
ト
ッ
プ
と
で
も
言
う
べ
き
存
在
で
︑
悪
徳
よ
り
も

美
徳
に
満
ち
た
人
物
で
あ
る
︒﹇
日
本
に
お
い
て
﹈
美
徳
以
上
に
悪
徳
が
蔓

延
る
君
主
統
治
を
終
え
た
現
在
で
は
あ
る
が
︑
太
閤
様
が
支
配
権
を
掌
握

し
て
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
︑
確
実
に
帝
権
の
座
に
相
応
し
い
人
物
と
し

て
︑
彼
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
当
初
︑
羽
柴
筑
前
殿（

（（
（

と
呼
ば
れ
て

い
た
太
閤
様
は
︑
美
濃
国（

（（
（

の
出
身
︑
出
自
は
卑
し
く
︑
乞
食（

（（
（

よ
り
も
貧
乏

で
︑
裸
体
を
辛
う
じ
て
莚
で
覆
っ
て
い
る
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
︒
そ
れ

故
に
︑
日
頃
か
ら
両
肩
に
薪
を
背
負
い
︑
街
で
そ
れ
を
売
っ
て
︑
食
糧
を

買
い
求
め
て
い
た
︒
彼
は
貧
乏
と
田
舎
仕
事
に
︑
ほ
と
ほ
と
嫌
気
が
さ
す

と
︑
斧
を
捨
て
︑
剣
を
手
に
取
り
︑
大
志
を
抱
き
つ
つ
︑
己
が
低
い
出
自

を
乗
り
越
え
よ
う
と
︑
美
濃
の
王
の
戦い
く
さ
ば場
へ
と
出
陣
し
て
い
っ
た
︒
死
を

恐
れ
る
こ
と
な
く
︑
危
険
を
冒
し
て
戦
場
で
一
番
槍
を
務
め
る（

（（
（

な
ど
︑
名

誉
と
栄
光
へ
の
活
路
を
︑
戦
の
な
か
で
大
き
く
切
り
開
い
て
い
っ
た
の

だ
っ
た
︒
か
く
し
て
﹇
美
濃
の
﹈
王
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
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の
だ
が
︑
武
勇
に
勝
り
︑
指
揮
官
の
地
位
を
得
て
︑
幸
運
に
も
恵
ま
れ
た

彼
は
︑
日
本
の
皇
帝
︑
信
長（

（（
（

の
将
軍
に
ま
で
上
り
詰
め
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
は
秀
吉
に
つ
い
て
︑
ま
ず
偉
大
な
皇
帝
で
あ
り
︑
悪
と
い
う
よ
り

も
徳
に
満
ち
た
人
物
で
絶
対
権
力
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
人
物
と
し
て

評
価
し
て
い
る
︒
ゲ
レ
イ
ロ
︑
バ
ル
ト
リ
双
方
に
認
め
ら
れ
な
い
記
述
で
あ
る
︒

他
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
書
簡
を
も
参
照
し
︑
自
身
の
評
価
と
し
て
冒
頭
で
掲
げ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
次
い
で
︑
秀
吉
が
襤ぼ

ろ褸
を
纏
い
︑
食
料
を
得
る
た
め
に
森
で

刈
っ
て
担
い
で
き
た
薪
を
町
で
売
る
ほ
ど
貧
し
か
っ
た
生
い
立
ち
に
触
れ
︑
貧

乏
に
嫌
気
が
さ
す
と
︑
刀
を
取
っ
て
戦
場
へ
と
赴
き
︑
信
長
に
取
り
立
て
ら
れ

て
以
降
は
出
世
を
重
ね
た
と
し
て
い
る
︒
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
︑
多
少
の
表

現
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
︑
バ
ル
ト
リ
の
秀
吉
記
述
の
冒
頭
二
四
三
頁
に
同
様

の
記
述（

（1
（

が
認
め
ら
れ
る
︒
な
お
︑
秀
吉
が
貧
し
い
身
分
か
ら
の
し
上
が
っ
て
い

く
記
述
は
︑
フ
ロ
イ
ス
が
執
筆
し
た
一
五
九
二
年
の
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
に
も
同

様
の
記
述（

（（
（

が
認
め
ら
れ
る
︒

　
信
長
と
山
口（

（（
（

の
王
︑
毛
利
殿（

（（
（

と
の
あ
い
だ
の
厳
し
い
戦
い
で
は
︑
の
ら

り
く
ら
り
と
し
た
慎
重
さ
を
見
せ
る
一
方
︑
大
工
事
は
迅
速
に
済
ま
せ
る

抜
け
目
な
さ
で
︑
戦
を
重
ね
る
度
に
多
く
の
勝
利
を
手
中
に
収
め
る
と
︑

毛
利
殿
が
領
有
し
て
い
た
一
三
か
国
の
う
ち
五
か
国
を
毛
利
殿
か
ら
掌
握

し
た
︒
不
幸
に
も
信
長
が
没
す
る
と
︑
太
閤
様
は
い
く
つ
か
の
目
的
を
ひ

た
隠
し
に
し
つ
つ
山
口
の
王
と
の
戦
を
継
続
し
た
の
も
︑
こ
れ
ら
一
連
の

崩
壊
に
乗
じ
︑
よ
り
容
易
に
偉
大
な
支
配
機
構
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
た

め
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
事
実
︑
そ
の
通
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に

は
理
由
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
太
閤
様
は
毛
利
殿
に
無
理
矢
理
和
議
を
結
ば

せ
︑
毛
利
殿
を
貢
納
の
下
に
服
従
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
こ

そ
が
︑
太
閤
様
の
底
知
れ
ぬ
偉
大
さ
と
い
う
も
の
の
源
泉
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
こ
の
部
分
に
お
い
て
も
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
二
四
三
頁
か
ら
の
引
用（

（（
（

に
一
部
拠
っ
て
は
い
る
が
︑
秀
吉
が
毛
利
殿
に
勝
利
を
収
め
る
過
程
は
︑
バ
ル

ト
リ
や
ゲ
レ
イ
ロ
の
記
述
に
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
本
能
寺
の
変
の
詳
細
が
記
さ

れ
て
い
る
フ
ロ
イ
ス
の
一
五
八
二
年
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
な
ど
を
参
照
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
や
や
細
か
い
こ
と
だ
が
︑
バ
ル
ト
リ
は
︑
毛
利
氏
の
こ

と
を
﹁
山
口
の
王
︑
安
芸
の
毛
利
殿
（Achino M

oridono Re dʼ Am
angucci

（﹂
と

形
容
す
る
の
に
対
し
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
﹁
山
口
の
王
︑
毛
利
殿
（M

oridono Rè 

dʼ Am
angucci

（﹂
と
国
名
で
あ
る
安
芸
を
削
っ
て
言
及
す
る
︒
他
の
イ
エ
ズ
ス
会

書
簡
で
は
﹁
毛
利
殿
﹂
だ
け
の
表
記
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
ク

ラ
ッ
ソ
も
そ
れ
に
倣
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
バ
ル
ト
リ
が
﹁
毛
利
氏
と
の
戦
い

（battaglia
（﹂
と
表
現
し
て
い
る
箇
所
を
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
﹁
毛
利
氏
と
の
厳
し
い

戦
争
（aspra guerra

（﹂
と
言
い
換
え
て
い
る
︒
イ
タ
リ
ア
語
に
お
い
てbattaglia

は
局
所
的
な
戦
闘
を
指
す
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
︑guerra

は
よ
り
規
模
の
大

き
い
戦
争
を
意
味
す
る
︒
織
田
信
長
と
毛
利
氏
と
の
争
い
は
︑
長
期
に
及
ん
で



78

い
た
た
め
に
︑
他
の
イ
エ
ズ
ス
会
資
料
も
読
合
わ
せ
た
う
え
で
総
合
的
に
判
断

し
︑
単
な
る
﹁
戦
闘
﹂（battaglia

（
で
は
な
く
︑
よ
り
適
切
な
﹁
厳
し
い
戦
争
﹂

（aspra guerra
（
と
い
う
語
句
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
信
長
が
討
た
れ
て
以
降
の
秀
吉
の
行
動
に
つ
い
て
は
︑
バ
ル
ト
リ
が
詳
細
に

記
し
て
お
り
︑
そ
れ
を
簡
約
し
て
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
引
用
し
て
い
る
形
跡（

（（
（

が
認
め

ら
れ
る
︒
こ
の
部
分
で
の
秀
吉
の
行
動
に
対
す
る
以
下
に
引
く
評
価
は
︑
バ
ル

ト
リ
に
よ
る
所
謂
﹁
中
国
大
返
し
﹂
そ
れ
に
続
く
﹁
中
国
国
分
﹂
の
記
述
を
︑
ク

ラ
ッ
ソ
が
自
ら
の
解
釈
で
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
し
か
し
な
が
ら
太
閤
様
は
︑
友
情
が
帝
権
の
支
え
と
な
っ
て
き
た
こ
と

も
理
解
し
て
い
た
か
ら
︑
太
閤
様
の
勢
力
拡
大
に
友
人
た
ち
が
仕
え
る
限

り
に
お
い
て
は
︑
彼
ら
を
愛
し
︑
は
た
ま
た
愛
す
る
ふ
り
を
し
た
︒
だ
が
︑

後
に
彼
ら
が
力
を
付
け
よ
う
も
の
な
ら
︑
憎
し
み
で
以
て
︑
数
々
の
恩
恵

に
贖
お
う
と
す
る
た
め
︑
彼
ら
を
酷
く
嫌
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
周
辺
に
恐

怖
を
与
え
つ
つ
︑
遠
方
に
ま
で
そ
の
名
声
を
轟
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
太

閤
様
は
︑
皇
帝
で
あ
っ
た
信
長
の
復
讐
を
果
た
し
た
と
い
う
名
声
を
喧
伝

し
つ
つ
︑
精
強
な
兵
士
を
伴
っ
て
︑
帝
権
の
首
都
で
あ
る
ミ
ヤ
コ（

（（
（

へ
と
進

軍
し
た
の
で
あ
る（

（（
（

︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
は
こ
こ
で
︑
バ
ル
ト
リ
や
ゲ
レ
イ
ロ
の
著
作
で
は
認
め
ら
れ
な
い

記
述
を
投
入
し
て
い
る
︒
本
音
と
建
て
前
を
使
い
分
け
︑
時
に
欺
瞞
に
満
ち
た

振
る
舞
い
を
見
せ
る
秀
吉
像
に
︑
突
如
力
に
訴
え
る
秀
吉
像
を
組
み
込
ん
で
い

る
の
で
あ
る
︒
当
該
記
述
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
様
々
な
秀
吉
の
関
わ
る
記
述
を
一

通
り
読
み
込
み
︑
咀
嚼
し
た
結
果
作
り
上
げ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒

ク
ラ
ッ
ソ
が
描
き
出
す
こ
の
よ
う
な
秀
吉
像
は
︑
一
七
世
紀
に
イ
タ
リ
ア
を
中

心
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
︑
統
治
術
の
議
論
に
見
ら
れ
る
欺
瞞
や
偽
り
と
い

う
政
治
的
態
度
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
バ
ロ
ッ
ク
期
イ
タ
リ
ア
の
政
治
思
想
の
一

部
が
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
筆
に
よ
り
秀
吉
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
こ

の
点
は
後
段
で
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
︒

　
太
閤
様
は
王
家
の
血
筋
に
対
し
て
︑
愛
情
の
機
微
︑
そ
し
て
最
大
限
の

忠
誠
を
示
す
た
め
に
︑
信
長
の
長
男（

（（
（

の
幼
子（

（1
（

の
後
見
人
と
な
る
こ
と
を
望

み
︑
狂
人
で
あ
る
信
長
の
次
男（

（（
（

が
警
護
す
る
安
土
山
城
砦（

（（
（

へ
と
︑
そ
の
幼

子
を
送
り
届
け
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
は
︑
信
長
の
長
男
の
幼
子
と
同

年
の
幼
子
た
ち
が
︑
次
男
の
も
と
で
養
育
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
太
閤
様
は
︑
三
七
殿（

（（
（

と
呼
ば
れ
る
信
長
の
三
男
に
美
濃
の
国
を
与
え
た
︒

於
次（

（（
（

と
名
付
け
ら
れ
た
四
男
に
至
っ
て
は
︑
太
閤
様
は
養
子
と
し
て
迎
え

入
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
彼
に
遺
産
相
続
の
望
み
を
託
し
て
い
る
︒

　
太
閤
様
は
︑
帝
権
の
実
力
者
た
ち
が
太
閤
様
の
権
力
に
恐
れ
戦
い
て
い

る
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
︑
見
せ
か
け
だ
け
善
良
な
公
人
然

と
し
た
態
度
を
取
っ
て
彼
ら
を
欺
き
︑
信
長
を
偲
ぶ
絢
爛
豪
華
な
葬
儀
を

取
り
仕
切
っ
た
︒
そ
う
し
て
諸
々
の
動
き
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
で
あ
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る（
（（
（

︒

　
こ
こ
で
は
︑
信
長
の
跡
目
問
題
を
処
理
し
た
後
に
信
長
の
葬
儀
が
執
り
行
わ

れ
た
経
緯
が
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
大
筋
の
流
れ
は
バ
ル
ト
リ
の
二
四
四
頁

か
ら
引
用（

（（
（

さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
バ
ル
ト
リ
か
ら
の
逸
脱
も
認
め
ら
れ
る
︒
例

え
ば
︑
バ
ル
ト
リ
の
記
述
で
は
︑﹁
皆
は
忠
誠
と
愛
に
基
づ
い
た
新
た
な
職
務
に

専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
信
長
へ
の
思
い
︑

信
長
が
獲
得
し
た
国
々
を
彼
の
血
統
の
も
と
で
統
治
し
よ
う
と
す
る
願
望
を
示

そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
︑
信
長
家
臣
一
同
の
結
束
を
強
調
し
つ
つ
︑
跡
目

問
題
処
理
の
目
的
と
し
て
︑﹁
信
長
へ
の
慈
愛
や
︑
信
長
と
の
思
い
出
や
感
謝
の

念
は
︑
す
べ
て
表
向
き
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
秀
吉
に
と
っ
て
こ
れ
ら

は
︑
戦
争
の
大
義
︑
民
心
掌
握
た
め
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
い
う

こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
記
述
の
主

語
を
入
れ
替
え
る
な
ど
︑
文
言
を
大
幅
に
言
い
換
え
︑﹁
太
閤
様
は
王
家
の
血
筋

に
対
し
て
︑
愛
情
の
機
微
︑
そ
し
て
最
大
限
の
忠
誠
を
示
す
た
め
に
﹂
と
い
っ

た
具
合
に
︑
全
く
別
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
作
り
替
え
て
い
る
︒
バ
ル
ト
リ
の
記
述

で
は
他
者
の
介
入
に
よ
り
︑
評
伝
の
主
人
公
で
あ
る
秀
吉
の
主
体
性
が
希
釈
さ

れ
て
し
ま
う
と
考
え
︑
あ
え
て
当
該
箇
所
を
削
除
し
︑
評
伝
の
主
体
で
あ
る
秀

吉
の
存
在
感
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
バ
ル
ト
リ
の
記
述
で
は
︑
秀
吉
が
於
七
を
養
子
に
迎
え
る
理
由
が
挙
げ

ら
れ
︑
秀
吉
の
政
治
的
な
抜
け
目
な
さ
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
ク

ラ
ッ
ソ
は
こ
れ
ら
を
自
ら
の
議
論
に
は
組
み
込
ん
で
い
な
い
︒
こ
れ
は
︑
信
長

の
跡
目
問
題
を
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
︑
後
段
の
信
長
の
葬
儀
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
希
釈
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
て
︑
当
該
箇
所
に
お
い
て
は
敢

え
て
軽
く
触
れ
る
程
度
に
留
め
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
信
長
の
葬
儀
に
関
す
る
記
述
は
バ
ル
ト
リ
の
二
四
四
~
二
四
五
頁（

（（
（

か
ら
の
引

用
で
あ
る
が
︑
バ
ル
ト
リ
は
約
一
頁
に
渡
り
︑
大
徳
寺
で
の
葬
儀
の
様
子
を
伝

え
て
い
る
も
の
の
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑﹁
絢
爛
豪
華
な
葬
儀
﹂
と
︑
簡
単
に
触
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
葬
儀
の
話
題
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
秀
吉
の
﹁
本
音
と
建

て
前
﹂
を
使
い
分
け
る
態
度
も
ま
た
︑
前
段
で
触
れ
た
バ
ロ
ッ
ク
的
政
治
態
度

の
一
つ
で
あ
り
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
解
釈
が
投
入
さ
れ
た
記
述
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
三
節
　
ク 

ラ
ッ
ソ
は
豊
臣
秀
吉
を
ど
う
記
述
し
た
か 

―
―
海
内
奇
士
、
果
て
し
な
き
野
心

　
前
節
で
は
︑
秀
吉
が
立
身
出
世
の
過
程
を
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
ど
の
よ
う
な
文
脈

か
ら
眼
差
し
て
い
た
の
か
見
て
き
た
︒
本
節
で
は
︑
権
力
を
掌
握
し
た
秀
吉
の

傍
若
無
人
な
振
る
舞
い
を
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
ど
の
よ
う
に
咀
嚼
し
︑
記
述
し
た
の

か
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

　
太
閤
様
の
意
に
背
く
よ
う
な
意
向
を
抑
え
込
む
た
め
に
︑
小
国
の
王
た

ち
は
押
し
並
べ
て
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
︑
身
ぐ
る
み
を
剥
が
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
︒
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太
閤
様
は
︑
民
衆
に
は
収
穫
︑
兵
士
に
は
給
付
︑
他
の
者
た
ち
に
は
幸

福
に
満
ち
た
享
楽
に
浸
る
希
望
を
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
て
が
う
こ
と
で
︑
彼
ら

の
支
持
を
得
て
い
た
が
︑
彼
ら
に
対
し
突
如
と
し
て
奴
隷
と
い
う
忍
苦
を

強
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

　
そ
し
て
︑
ミ
ヤ
コ
に
新
し
い
城
砦
を
築
く
一
方
で
︑
他
の
城
主
た
ち
か

ら
は
城
を
没
収
し
︑
歴
戦（

（（
（

の
近
臣
を
集
め
︑
太
閤
様
が
敵
と
見
な
し
た
武

将
や
帝
権
の
有
力
者
た
ち
の
も
と
に
向
か
わ
せ
た
︒
残
酷
に
も
彼
の
野
望

に
敵
対
す
る
者
た
ち
か
ら
生
命
を
奪
う
た
め
で
あ
る
︒
太
閤
様
は
毛
利
殿

王（
（（
（

か
ら
三
カ
国（

（1
（

を
無
理
矢
理
召
し
取
る
一
方
︑
領
土
を
奪
わ
れ
た
他
の
権

力
者
た
ち
に
対
し
て
は
︑
日
本
の
慣
習
に
従
っ
て
︑
腹
を
切
ら
せ
た
り
︑

生
き
た
ま
ま
火
炙
り
に
処
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
要
因
と
し
て
は
︑

方
々
で
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
︑
皆
が
一
敗
地
に
塗
れ
て
い
く
な
か
で
︑
太

閤
様
は
そ
の
才
覚
と
軍
隊
を
以
て
絶
え
ず
行
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
そ
れ
に
よ
り
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
︑
三
〇
カ
国
も

の
領
主
た
ち
が
︑
太
閤
様
を
愛
す
る
と
い
う
よ
り
も
畏
怖
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
っ
た（

（（
（

︒

　
こ
こ
で
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
毛
利
勢
と
の
対
峙
を
経
て
︑
秀
吉
が
権
力
を
掌
握
し

て
い
く
過
程
を
詳
述
し
て
い
る
︒
大
筋
で
バ
ル
ト
リ
の
二
四
四
頁
か
ら
の
引
用

が
認
め
ら
れ
る（

（（
（

︒
前
半
部
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
解
釈
が
多
分
に
含
ま
れ
た
ク
ラ
ッ

ソ
の
記
述
は
︑
表
現
こ
そ
言
い
換
え
る
も
の
の
︑
バ
ル
ト
リ
と
内
容
は
一
致
し

て
い
る
部
分
も
多
く
︑
事
実
上
の
引
用
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
箇
所
は
多
い
︒

語
句
を
変
え
ず
抜
き
出
し
た
ま
ま
に
近
い
引
用
さ
え
散
見
さ
れ
る
︒

　
バ
ル
ト
リ
に
お
け
る
信
長
の
葬
儀
の
様
子
を
伝
え
る
記
述
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の

記
述
に
お
け
る
﹁
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
︑
三
〇
カ
国
も
の
領
主
た
ち
が

︙
﹂
の
後
で
記
さ
れ
て
お
り
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
意
図
的
な
時
系
列
の
入
れ
替
え
の

形
跡
が
認
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
著
作
中
で
は
認
め
ら
れ
な
い

﹁
太
閤
様
は
そ
の
才
覚
と
軍
隊
を
以
て
絶
え
ず
行
動
し
て
い
た
﹂
や
︑﹁
太
閤
様

を
愛
す
る
と
い
う
よ
り
も
畏
怖
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
︒﹂
と
い
っ
た

記
述
の
補
強
材
料
と
し
て
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
意
図
的
に
改
編
し
当
該
箇
所
に
組
み

込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
も
ま
た
ク
ラ
ッ
ソ
に
よ
る
バ
ロ
ッ
ク
期
イ
タ

リ
ア
政
治
思
想
的
観
点
か
ら
の
人
物
評
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
要
素
を
強
く
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
一
五
八
五
年
︑
生
ま
れ
の
卑
し
さ
を
物
語
る
﹁
羽
柴
﹂
と
い
う
名
を
酷

く
嫌
っ
て
い
た
太
閤
様
は
︑
宝
箱
を
意
味
す
る
﹁
関
白
﹂
と
名
乗
る
よ
う

に
な
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
日
本
に
は
正
統
性
の
あ
る
称
号
な
ど
一
つ
も

無
い
か
ら
︑
内
裏
か
ら
称
号
が
授
け
ら
れ
な
く
て
も
︑
称
号
の
た
め
に
婚

姻
を
通
し
て
親
戚
を
得
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
︒
一
五
九
二
年
に
は
︑
太
閤

様
は
甥
に
関
白
の
座
を
譲
り
︑
そ
の
一
方
自
ら
は
︑﹁
至
上
の
主
君
﹂
を
意

味
す
る
﹁
太
閤
様
﹂
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
彼
は
こ
れ
に

飽
き
足
り
ず
︑
デ
ィ
オ
﹇
神
﹈
に
由
来
す
る
称
号
を
追
い
求
め
る
よ
う
に
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な
る
の
だ
っ
た（

（（
（

︒

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
バ
ル
ト
リ
に
よ
る
信
長
の
葬
儀
の
記
述
は
比
較
的
長

く
︑
一
ペ
ー
ジ
ほ
ど
割
か
れ
て
い
る
た
め
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
バ
ル
ト
リ
か
ら
の
引

用
は
︑
葬
儀
の
記
述
後
の
二
四
五
頁
末
か
ら
再
開
と
な
る
︒
関
白
と
い
う
名
称

が
宝
箱
を
意
味
す
る
と
い
う
記
述
は
︑
バ
ル
ト
リ
が
一
五
九
一
︑
九
二
年
度
日

本
年
報
（
フ
ロ
イ
ス
執
筆
（
の
当
該
記
述
﹁
関
白
は
ラ
テ
ン
語
で
宝
箱
を
意
味
す

る（
（（
（

﹂
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
︑
次
い
で
そ
れ
に
目
を
留
め
た
ク
ラ
ッ
ソ
が
バ
ル
ト

リ
か
ら
抜
粋
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ク
ラ
ッ
ソ
の
他
の
記
述
も
ほ
ぼ
バ
ル
ト
リ
か

ら
字
句
を
変
え
た
上
で
の
引
用
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
目
を
引
く
違
い
は
︑
バ
ル

ト
リ
が
内
裏
と
は
古
く
は
日
本
の
皇
帝
で
あ
っ
た
が
現
在
で
は
形
骸
化
し
て
い

る
な
ど
詳
し
い
説
明
を
付
す
一
方
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
こ
れ
を
全
て
省
い
て
い
る

こ
と
で
あ
る
︒
余
計
な
説
明
は
極
力
省
略
し
︑
権
力
の
ト
ッ
プ
に
上
り
詰
め
た

秀
吉
︑
そ
の
人
に
焦
点
を
当
て
た
秀
吉
伝
賛
と
し
て
の
物
語
性
を
際
立
た
せ
た

い
が
故
の
︑
ク
ラ
ッ
ソ
な
り
の
配
慮
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
︒

　﹁
哀
れ
み
﹂
を
誇
示
す
る
た
め
︑
紫
の
修
道
院
の
坊
主
た
ち
︑
す
な
わ
ち

貴
人
ら
が
信
仰
す
る
偽
り
の
宗
教
の
解
脱
者
た
ち
に
︑
多
額
の
お
金
を
寄

進
し
た
の
だ
が
︑
そ
の
一
方
で
︑﹇
日
本
人
の
あ
い
だ
で
信
仰
さ
れ
て
い
る
﹈

唯
一
の
デ
ィ
オ
﹇
神
﹈
を
信
じ
よ
う
と
も
せ
ず
︑
多
く
の
坊
主
た
ち
を
辱

め
た
か
と
思
え
ば
︑
偶
像
を
粉
々
に
砕
き
︑
寺
院
を
焼
き
払
い
︑
妄
信
に

耽
り
や
す
い
坊
主
た
ち
を
殺
戮
す
る
有
様
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　﹁
紫
の
修
道
院
﹂︑
す
な
わ
ち
大
徳
寺
へ
の
多
額
の
寄
進
に
つ
い
て
は
︑
ゲ
レ

イ
ロ
か
ら
も
バ
ル
ト
リ
か
ら
も
ク
ラ
ッ
ソ
が
引
用
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
先
に
触
れ
た
バ
ル
ト
リ
に
お
け
る
信
長
の
葬
儀
に
関
す
る
記
述
で
は
︑

葬
儀
を
催
行
す
る
た
め
に
︑﹁
紫
の
修
道
院
﹂
に
一
万
ド
ゥ
カ
ー
ト
を
支
払
っ
た

と
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
当
該
箇
所
に
︑
イ
エ
ズ
ス
会
士
書
簡
で
は
使
い
古
さ
れ

た
表
現
と
も
言
え
る
﹁
偽
り
の
宗
教
﹂
と
い
う
言
葉
を
被
せ
つ
つ
︑
後
段
の
寺

社
仏
閣
の
破
壊
行
為
の
記
述
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
秀
吉
の
ア
ン
ビ
バ
レ

ン
ト
な
一
面
を
端
的
に
表
象
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
寺
社
仏
閣
の

破
壊
行
為
に
関
す
る
記
述
は
︑
フ
ロ
イ
ス
の
一
五
八
五
年
一
〇
月
一
日
付
書
簡

に
お
い
て
︑
紀
州
征
伐
の
途
上
で
根
来
寺
破
壊
の
経
緯
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て

お
り
︑
ク
ラ
ッ
ソ
も
こ
う
し
た
記
述
を
参
照
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
教
会
に
対
し
て
は
寛
容
で
︑
修
道
士
ら
と
抱
擁
を
交
わ
し
︑
我
ら
が
信

仰
の
利
益
を
口
に
す
る
も
の
の
︑
貪
欲
や
不
純
た
る
放
蕩
の
利
点
に
つ
い

て
語
る
こ
と
も
あ
り
︑
強
引
に
妾
を
召
し
抱
え
た
り
し
て
い
た
︒
太
閤
様

は
こ
う
言
う
の
で
あ
る
︒﹁
キ
リ
ス
ト
教
は
厳
し
す
ぎ
る
か
ら
遵
守
す
る

の
は
不
可
能
で
あ
る
︒
私
が
本
物
の
知
と
い
う
も
の
を
得
た
か
ら
﹇
キ
リ

ス
ト
教
に
対
し
﹈
寛
容
な
の
で
は
な
い
︒
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
商
人
ら
の
利

便
性
︑
つ
ま
り
戦
時
に
彼
ら
の
助
力
が
得
ら
れ
る
か
ら
︑
寛
容
に
接
し
て
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い
る
の
で
あ
る
﹂
と（

（（
（

︒

　
こ
の
箇
所
以
降
︑
ク
ラ
ッ
ソ
に
よ
る
バ
ル
ト
リ
か
ら
の
引
用
の
形
態
は
変
化

を
遂
げ
る
︒
こ
れ
ま
で
は
︑
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
箇
所
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
︑

ク
ラ
ッ
ソ
が
自
ら
の
言
葉
に
替
え
て
叙
述
を
進
め
て
い
た
︒
し
か
し
バ
ル
ト
リ

が
二
四
六
頁
前
半
で
秀
吉
の
死
に
つ
い
て
述
べ
︑
秀
吉
の
記
述
に
一
旦
終
止
符

が
打
た
れ
た
以
降
は
︑
キ
リ
シ
タ
ン
の
話
題
に
中
心
が
移
り
︑
秀
吉
に
関
連
す

る
記
述
は
︑
そ
の
補
完
的
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
り
︑
主
流
か
ら
外
れ
各
所

に
散
り
ば
め
ら
れ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
く
︒
そ
こ
で
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
バ
ル

ト
リ
の
秀
吉
の
記
述
を
各
所
か
ら
抽
出
し
て
再
構
成
し
︑
自
身
に
よ
る
秀
吉
伝

賛
の
展
開
を
試
み
る
の
で
あ
る
︒
当
該
箇
所
に
お
い
て
は
バ
ル
ト
リ
の
二
四
六

頁
前
段
に
記
さ
れ
た
﹁
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
を
支
持
し
て
い
た
が
︑
後
に
迫
害
し

た
︒（
中
略
（
羽
柴
は
常
に
同
じ
よ
う
な
決
ま
り
事
を
命
じ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

羽
柴
に
良
い
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
︑
全
て
は
こ
こ
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
唯
一
の
基
本
原
則
な
の
だ（

（（
（

︒﹂
と
︑
二
四
七
頁
の
中
段
﹁
羽
柴
は
キ
リ
ス
ト

の
信
仰
を
抱
擁
す
る
ば
か
り
か
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
に
尊
敬
の
念
す
ら
抱
い

て
い
た
︒（
中
略
（
羽
柴
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
宮
廷
内
に
お
い
て
妾
三
〇
〇

人
︑
身
の
安
全
と
享
楽
に
奉
仕
さ
せ
る
べ
く
︑
若
者
一
二
〇
人
を
側
に
置
い
て

い
る
と
の
こ
と
だ
が
︑
そ
れ
は
特
段
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い（

（（
（

﹂
か
ら
引
用
し
︑

こ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
な
叙
述
と
な
っ
て
い
る
︒

　
な
お
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
商
人
の
利
益
へ
言
及
す
る
記
載
は
︑
バ

ル
ト
リ
︑
ク
ラ
ッ
ソ
︑
ゲ
レ
イ
ロ
︑
他
の
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
に
は
該
当
す
る
記

述
を
現
在
ま
で
の
調
査
で
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
が
︑
秀
吉
の
行

動
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

ク
ラ
ッ
ソ
も
こ
れ
を
共
有
し
︑
前
段
の
議
論
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
秀
吉

の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
姿
勢
を
よ
り
多
面
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
︒

　
太
閤
様
は
︑
帝
権
の
境
界
が
手
薄
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
︒
人
間
の

野
心
と
は
︑
得
た
い
物
を
得
た
と
こ
ろ
で
満
た
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

彼
は
三
〇
万
の
兵
士
を
仕
立
て
た
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
高
麗
を
征
服
し
︑

シ
ナ
に
勝
利
を
収
め
︑
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
諸
島
に
恭
順
と
貢
納
を
突
き
つ
け

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
太
閤
様
が
甥
に
帝
権
を
譲
っ
た
の
は
上
辺
だ
け

で
︑
彼
は
も
う
一
方
の
も
の
を
得
る
に
至
っ
た
︒
高
麗
で
損
害
が
生
じ
た

た
め
︑
ま
ず
軍
隊
の
一
部
を
差
し
向
け
︑
次
い
で
よ
り
強
力
な
軍
勢
を
率

い
て
彼
の
地
へ
と
乗
り
込
む
と
︑﹇
高
麗
の
﹈
王
は
シ
ナ
に
逃
れ
︑﹇
高
麗

の
﹈
人
民
は
山
に
逃
げ
た
︒
勝
者
に
し
て
王
国
の
主
君
︑
太
閤
様
は
彼
の

地
に
留
ま
る
も
︑
敵
の
潰
走
に
乗
じ
て
勝
利
を
利
用
す
る
こ
と
な
ど
は
全

く
無
か
っ
た
︒
す
る
と
怒
り
の
混
乱
に
身
を
任
せ
た
敵
方
は
︑
山
を
下
り

て
侵
攻
を
開
始
し
た
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
勝
利
者
と
し
て
振
舞
っ
て
い
た
者

た
ち
﹇
豊
臣
方
﹈
の
両
手
は
︑
残
酷
に
も
血
ま
み
れ
と
な
り
︑
敵
方
は
彼

ら
﹇
豊
臣
方
﹈
を
日
本
に
接
す
る
海
岸
線
ま
で
撤
退
さ
せ
る
に
至
っ
た
︒
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豊
後
の
王（

（（
（

は
臆
病
に
も
︑
こ
の
一
連
の
﹇
負
け
﹈
戦
に
参
加
し
て
い
た
た

め
︑
太
閤
様
か
ら
王
国
を
奪
わ
れ
︑
そ
の
身
柄
を
山
口
の
王
︑
毛
利
殿
の

も
と
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た（

（1
（

︒

　
こ
の
箇
所
は
朝
鮮
出
兵
に
か
か
わ
る
記
述
で
あ
る
が
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
ま
ず
︑

﹁
太
閤
様
は
︑
帝
権
の
境
界
が
手
薄
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
︒
人
間
の
野
心

と
は
︑
得
た
い
物
を
得
た
と
こ
ろ
で
満
た
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
自

ら
が
描
い
た
秀
吉
像
を
提
示
し
︑
そ
れ
を
強
調
し
て
本
題
に
入
る
︒
朝
鮮
出
兵

に
関
す
る
記
述
は
バ
ル
ト
リ
で
は
三
三
三
~
三
三
五
頁（

（（
（

と
な
っ
て
お
り
︑﹁
秀

吉
伝
﹂
と
は
別
の
項
目
と
し
て
詳
細
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
ク
ラ
ッ

ソ
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
記
述
を
冒
頭
か
ら
要
点
だ
け
を
ま
と
め
る
形
で
部
分
的
に

引
用
し
︑
朝
鮮
︑
中
国
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
威
圧
の
理
由
を
述
べ
た
上
で
︑
関

白
の
座
を
甥
の
秀
次
に
譲
っ
た
こ
と
を
︑
理
由
も
付
し
て
説
明
す
る
︒
し
か
し
︑

ク
ラ
ッ
ソ
が
述
べ
て
い
る
朝
鮮
出
兵
後
の
経
緯
は
︑
事
実
と
は
全
く
異
な
っ
て

い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
は
︑
武
将
と
し
て
の
功
績
を

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
史
実
を
改
変
し
て
ま
で
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
秀
吉
自
身

が
直
接
朝
鮮
に
乗
り
込
み
︑
獅
子
奮
迅
の
活
躍
を
し
た
こ
と
に
し
て
︑
そ
の
類

稀
な
武
勇
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
朝
鮮
出
兵
に
関
わ
る
記
述
の
後
半
で
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
当
時
得
て
い
た
情
報

に
基
づ
き
︑
豊
後
国
王
つ
ま
り
豊
後
の
大
名
の
大
友
義
統
が
改
易
さ
れ
︑
毛
利

家
預
か
り
と
な
る
経
緯
を
議
論
に
組
み
込
み
︑
朝
鮮
出
兵
の
失
敗
が
あ
た
か
も

秀
吉
の
部
下
の
失
態
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
︑
前
段
で
語
ら
れ
た
秀

吉
の
﹁
架
空
の
武
勲
﹂
が
毀
損
し
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
る
︒
大
友
義
統
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
差
し
込
む
こ
と
で
︑
一
旦
史
実
か
ら
離
れ
た
空
想
の
朝
鮮
出
兵
に

関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
現
実
に
戻
し
︑
全
体
の
話
の
帳
尻
を
合
わ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思
え
る
記
述
で
あ
ろ
う
︒

　
一
五
九
五
年
︑
太
閤
様
は
︑
裏
切
り
者
と
の
評
判
が
立
っ
て
い
た
甥
の

関
白
殿
を
死
に
追
い
や
っ
た
の
だ
が
︑
関
白
殿
の
死
に
は
以
下
の
よ
う
な

原
因
が
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
老
齢
の
太
閤
様
に
息
子
が
生
ま
れ
た
こ
と
に

よ
り
︑
関
白
殿
を
生
か
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
︑
帝
権
移
譲
の
際
に
︑

息
子
の
安
泰
が
脅
か
さ
れ
る
と
︑
太
閤
様
が
判
断
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
関
白
殿
と
と
も
に
︑
彼
の
息
子
た
ち
や
友
人
ら
︑
召
使
い
た
ち
ま
で
も

が
殺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
同
時
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
集
や
年
報
を
紐
解
く
と
︑
至
る
所
で
秀
吉
の
残

忍
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
書
簡
集
の
読
者
の
間
で
は
︑﹁
秀
吉
=
残
酷
・

暴
君
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
相
当
数
の
イ

エ
ズ
ス
会
士
書
簡
集
に
目
を
通
し
た
に
ち
が
い
な
い
ク
ラ
ッ
ソ
も
ま
た
︑
秀
吉

の
残
忍
性
を
象
徴
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
︑
豊
臣
秀
次
粛
清
の
経
緯
を
取
り

上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
バ
ル
ト
リ
の
当
該
箇
所
の
記
述
は
︑
三
六
六
頁
末
か

ら
三
六
七
頁（

（（
（

と
な
っ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
該
当
箇
所
が
抽
出
さ
れ
︑
ク
ラ
ッ
ソ
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の
言
葉
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
太
閤
様
に
は
思
い
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
太
閤

様
の
栄
光
に
満
ち
た
功
績
の
数
々
を
︑﹇
人
々
の
﹈
記
憶
の
う
ち
に
永
遠
に

留
め
お
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
桁
外
れ
に
壮
大
な
構
造

物
群
を
築
き
上
げ
た
の
だ
が
︑
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
そ
れ
に
勝
る
と
も

劣
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
凶
兆
と
と

も
に
地
震
が
起
き
て
︑
そ
れ
ら
は
倒
潰
し
て
し
ま
っ
た
︒

　
人
び
と
と
の
戦
に
飽
き
て
し
ま
っ
た
太
閤
様
は
︑
デ
ィ
オ
﹇
神
﹈
と
の

戦
も
欲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
︑
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
潰
滅
を

意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
多
く
の
者
た
ち
が
殉
教
の
栄
誉

に
浴
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
自
然
に
湧
き
上
が
る
慈
悲
と
い
う

よ
り
も
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
へ
の
恐
怖
か
ら
︑
太
閤
様
は
そ
の
残
忍
性
を

引
っ
込
め
る
に
至
っ
た（

（（
（

︒

　
一
五
九
六
年
九
月
六
日
に
発
生
し
た
慶
長
伏
見
地
震
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
記
述

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
三
六
七
頁
か
ら
三
七
〇
頁
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

そ
こ
で
は
︑
金
に
糸
目
を
つ
け
ず
に
築
城
さ
れ
た
伏
見
城
の
絢
爛
豪
華
な
さ
ま
︑

秀
吉
配
下
の
武
将
た
ち
が
︑
明
朝
使
節
団
受
け
入
れ
の
た
め
に
奔
走
す
る
様
子

が
描
か
れ
る
︒
次
い
で
天
候
不
順
や
日
蝕
な
ど
の
凶
兆
が
認
め
ら
れ
る
な
か
︑

八
月
六
日
未
明
﹇
原
文
マ
マ（

（（
（

﹈
に
凄
ま
じ
い
地
震
が
発
生
し
︑
全
て
が
瓦
解
す
る

様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
こ
の
よ
う
な
バ
ル
ト
リ
の
慶
長
地

震
記
述
の
な
か
で
︑
伏
見
城
と
地
震
の
特
徴
的
な
記
述
の
み
を
抽
出
し
︑
ク

ラ
ッ
ソ
自
身
の
解
釈
に
よ
る
秀
吉
の
心
情
描
写
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
︑
秀
吉

伝
賛
の
構
成
要
素
の
一
つ
に
加
え
て
い
る
︒

　
後
段
の
キ
リ
ス
ト
教
と
秀
吉
の
関
係
性
を
表
す
記
述
に
つ
い
て
は
︑
バ
ル
ト

リ
や
他
の
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
集
に
︑
酷
似
す
る
よ
う
な
記
述
は
管
見
の
限
り
で

は
認
め
ら
れ
な
い
が
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
秀
吉
の
伴
天
連
追
放
令
に
関
す
る
記
述
に

目
を
通
し
て
咀
嚼
し
︑
秀
吉
の
心
情
を
中
心
に
据
え
た
解
釈
へ
と
変
え
た
も
の

と
思
わ
れ
る
︒

第
四
節
　
ク 

ラ
ッ
ソ
は
豊
臣
秀
吉
を
ど
う
記
述
し
た
か 

―
―
神
に
近
づ
き
し
晩
年
、
新
八
幡
へ
の
賛
辞

　
手
練
手
管
の
限
り
を
尽
く
し
︑
権
力
の
ト
ッ
プ
に
上
り
詰
め
た
秀
吉
︒
彼
の

野
望
︑
支
配
欲
は
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
︑
日
本
を
飛
び
越
し
中
国
大
陸
に
ま

で
及
ん
で
い
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
秀
吉
の
晩
年
を
ク
ラ
ッ
ソ
は
ど
の
よ
う
に
記

述
し
︑
ど
の
よ
う
な
賛
辞
を
送
っ
た
の
か
︒
以
下
に
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

　
薪
拾
い
に
始
ま
り
︑
並
外
れ
た
放
蕩
生
活
に
溺
れ
︑
果
て
は
残
虐
な
こ

と
に
ま
で
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
た
太
閤
様
で
は
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
を
支
え

て
い
た
健
康
も
︑
つ
い
に
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
︒
病
に

よ
り
死
の
床
に
臥
す
よ
う
に
な
る
と
︑
魅
惑
の
街
︑
伏
見
へ
と
移
っ
た
︒
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そ
し
て
自
ら
の
末
期
を
悟
り
︑
八
カ
国
の
領
主
に
し
て
良
家
の
血
を
引
く

家
康（

（（
（

に
︑
息
子
秀
頼
の
こ
と
を
託
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
帝
権
の
実
力
者
の

多
く
と
和
解
し
︑﹁
新
た
な
る
武
神（

（（
（

﹂
を
意
味
す
る
﹁
新
八
幡（

（（
（

﹂
と
い
う
名

の
寺
院
一
つ
を
︑
太
閤
様
の
た
め
に
建
立
す
る
よ
う
命
じ
る
と
︑
ひ
っ
そ

り
と
身
罷
る
た
め
に
宮
殿
の
離
れ
へ
と
引
き
籠
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
ロ
ド

リ
ゲ
ス
神
父（

（（
（

は
︑
格
別
の
恩
寵
を
携
え
て
太
閤
様
を
見
舞
う
べ
く
︑﹇
彼
の

寝
所
を
﹈
訪
ね
た
の
だ
が
︑
太
閤
様
は
霊
魂
不
滅
の
議
論
に
は
耳
を
塞
い

だ（
（1
（

︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
に
よ
る
﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
も
︑
こ
こ
か
ら
は
晩
年
の
記
述
へ
と
向
か

う
︒
冒
頭
で
短
く
︑
秀
吉
の
波
乱
万
丈
の
半
生
を
振
り
返
っ
て
纏
め
た
う
え
で
︑

バ
ル
ト
リ
の
記
述
を
引
用
し
つ
つ
︑
家
康
と
の
や
り
と
り
（
バ
ル
ト
リ
:
四
四
八

頁
（︑
自
身
を
新
八
幡
と
し
て
奉
祀
す
る
よ
う
指
示
し
た
遺
言
（
バ
ル
ト
リ
:
四

五
一
頁
（︑
ロ
ド
リ
ゲ
ス
と
の
会
談
の
様
子
（
バ
ル
ト
リ
:
四
五
一
頁
（
を
取
り
上

げ
る
︒
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
バ
ル
ト
リ
に
お
け
る
二
四
四
頁
以
降
の
秀

吉
の
記
述
は
各
所
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
た
め
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
拾
い
集
め
て
再
編

集
す
る
こ
と
で
︑
リ
ズ
ム
よ
く
纏
ま
っ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
︒

　
家
康
に
将
来
を
託
し
︑
自
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
最
後
ま
で
拒
絶
す
る

も
︑
死
後
な
お
︑
異
教
の
武
神
と
し
て
君
臨
で
き
る
よ
う
配
慮
に
余
念
の
な
い

秀
吉
と
い
う
稀
代
の
君
主
像
︱
︱
ク
ラ
ッ
ソ
が
描
き
出
そ
う
と
し
た
秀
吉
像
を
︑

こ
こ
に
明
瞭
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
一
五
九
八
年
九
月
︑
太
閤
様
逝
去
︑
享
年
六
四
歳
︒
太
閤
様
は
小
柄
に

し
て
屈
強
︑
厳
め
し
く
も
田
舎
臭
い
顔
立
ち
で
︑
少
し
だ
け
髭
を
た
く
わ

え
て
お
り
︑
片
手
に
は
指
が
六
本
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
太
閤
様
に
兼
ね
備

わ
っ
て
い
た
武
勇
︑
阿
諛
︑
偽
善
︑
欺
瞞
は
︑
比
類
な
き
も
の
が
あ
り
︑
支

配
権
の
獲
得
と
そ
の
維
持
に
お
い
て
右
に
出
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
︒
こ

の
よ
う
な
諸
活
動
か
ら
︑
彼
は
﹁
日
本
の
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
﹂
と
呼
ば
れ
る

に
至
っ
た
︒
太
閤
様
は
一
六
年
も
の
あ
い
だ
︑
支
配
者
の
座
に
君
臨
し
た

の
だ
が
︑
彼
と
と
も
に
帝
権
も
ま
た
尽
き
て
し
ま
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑

強
引
な（

（（
（

家
康
は
太
閤
様
の
数
々
の
痕
跡
を
握
り
つ
ぶ
し
︑
そ
れ
ま
で
名

乗
っ
て
い
た
名
を
棄
て
︑
内
府
様（

（（
（

と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る（

（（
（

︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
の
﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
結
部
も
ま
た
︑
バ
ル
ト
リ
の
記
述
の
随
所
か
ら

の
寄
せ
集
め
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
死
亡
日
（
バ
ル
ト
リ
:
四
五
二
頁
中
段
（︑
死

亡
年
齢
（
バ
ル
ト
リ
:
四
四
七
頁
（︑
秀
吉
の
人
物
像
（
バ
ル
ト
リ
:
二
四
三
頁
中

段
（︑
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の
比
喩
（
バ
ル
ト
リ
:
二
四
六
頁
上
段
（
と
い
っ
た
具
合
で

引
用
し
︑
末
尾
に
家
康
を
登
場
さ
せ
︑
さ
ら
に
ス
ト
ー
リ
ー
の
続
き
が
あ
る
か

の
よ
う
な
余
韻
を
残
し
な
が
ら
︑
締
め
括
っ
て
い
る
︒

　
秀
吉
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
冒
頭
部
分
に
お
け
る
詳
細
な
人

物
紹
介（

（（
（

を
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
要
点
の
み
を
抽
出
し
て
︑
簡
便
に
ま
と
め
上
げ
て
い

る
︒
そ
の
う
え
で
︑
議
論
の
末
部
に
敢
え
て
配
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
つ

ま
り
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
に
お
け
る
人
物
像
の
末
尾
配
置
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
人
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物
像
を
重
視
し
て
い
た
証
左
と
い
え
よ
う
︒﹁
太
閤
様
に
兼
ね
備
わ
っ
て
い
た

武
勇
︑
阿
諛
︑
偽
善
︑
欺
瞞
は
︑
比
類
な
き
も
の
が
あ
り
︑
支
配
権
の
獲
得
と

そ
の
維
持
に
お
い
て
右
に
出
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
﹂
と
す
る
ク
ラ
ッ
ソ
の
秀

吉
評
は
︑
当
該
著
作
の
イ
タ
リ
ア
語
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る “ Elogio”

（
賛
辞
（

に
も
つ
な
が
る
︑
秀
吉
へ
の
最
大
の
賛
辞
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
ま
た
テ
ィ

ベ
リ
ウ
ス
の
比
喩
は
︑
バ
ル
ト
リ
か
ら
の
引
用
と
は
言
え
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
政
治

観
や
時
代
意
識
が
垣
間
見
ら
れ
る
重
要
な
比
喩
で
あ
り
︑
本
章
の
結
論
で
詳
し

く
論
じ
た
い
︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
の
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
は
︑
以
下
に
引
く
ラ
テ
ン
語
の
抒
情
詩
に

よ
る
賛
辞 “ Elogio”  

で
締
め
く
く
ら
れ
る
︒

　
　
市
民
法
学
者
に
し
て
著
者
の
息
︑
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
ク
ラ
ッ
ソ
作

　
　
日
本
の
皇
帝
︑
太
閤
様

　
　
生
ま
れ
の
低
さ
は
最
た
る
も
︑
立
て
し
勲
功
抜
き
ん
出
づ
︒

　
　
森
の
繁
み
を
抜
け
出
し
て
︑
王
宮
内
へ
と
移
り
住
ま
む
︒

　
　
か
つ
て
は
家
畜
の
番
な
れ
ど
︑
後
に
は
民
の
先
導
者
︒

　
　
戦
場
に
て
は
勇
ま
し
く
︑
諸
事
の
振
る
舞
い
︑
抜
け
目
な
し
︒

　
　
主
君
と
思
い
を
隔
て
つ
つ
︑
主
君
よ
り
王
権
簒
奪
す
︒

　
　
支
配
し
つ
つ
︑
欺
き
て
︑
欺
き
つ
つ
も
︑
支
配
せ
り
︒

　
　
戦
で
敵
を
倒
せ
ど
も
︑
彼
の
専
制
︑
刃
向
か
う
敵
も
︑
打
ち
破
ら
む
︒

　
　
金
へ
の
渇
望
底
知
れ
ず
︑
強
者
ど
も
の
血
に
︑
し
と
ど
濡
れ
む
︒

　
　
近
き
者
に
︑
勝
利
を
収
め
︑
よ
り
遠
き
者
に
は
︑
恐
怖
を
与
ふ
︒

　
　
数
多
の
国
々
奪
い
取
り
︑
天
下
統
一
果
た
し
た
り
︒

　
　
真
に
永
遠
の
名
声
︑
資
す
る
者
︒

　
　
永
遠
の
名
に
資
す
る
逆
徒
が
あ
ろ
う
と
も
︒

人
び
と
の
振
る
舞
い
に
よ
り
︑
遷
ろ
い
易
き
運
命
が
︑
い
か
ほ
ど
ま
で
か
︑

学
ば
れ
よ
︒

彼
の
者
は
︑
上
り
調
子
な
る
時
も
︑
衰
え
朽
ち
る
時
に
さ
え
︑
戯
れ
ご
と

に
興
じ
ら
む
︒

　
　
斯
く
の
如
き
を
注
視
せ
よ（

（（
（

︒

聖
ヤ
コ
ブ
騎
士
団
員
　
庇
護
者
に
し
て
後
援
者
　
カ
ル
ロ
・
ア
ン
ド
レ

ア
・
シ
ニ
バ
ル
デ
ィ
作

　
　
驍
名
馳
せ
し
牧
人
︑
ロ
ム
ル
ス
︑
キ
ュ
ロ
ス
の
ご
と
し
︒

　
　
森
か
ら
王
国
︑
双
方
繋
ぐ
梯
子
を
︑
入
手
せ
り
︒

　
　
王
に
通
ず
る
︑
由
緒
正
し
き
︑
血
を
引
け
ど
︑

　
　
卑
し
き
牧
人
︑
太
閤
様
︒

　
　
し
か
れ
ど
も
︑
策
を
繰
り
出
し
︑
武
力
を
以
て
︑
王
権
簒
奪
果
た
す
ら
む
︒

　
　
翻
り
︑
令
名
高
き
彼
の
者
は
︑
ウ
ィ
リ
ア
ー
ト
ゥ
ス（

（（
（

の
ご
と
し
︒

　
　
天
啓
に
よ
り
︑
一
双
な
り
し
︑
真
の
姿
と
外
面
は
︑

　
　
日
出
ず
る
処
よ
り
︑
は
た
ま
た
︑
日
没
す
る
処
か
ら
も
︑
照
ら
さ
れ
り（

（（
（

︒
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両
者
の
賛
辞
は
︑
ど
ち
ら
も
貧
民
か
ら
の
し
上
が
り
︑
日
本
の
支
配
者
に
ま

で
上
り
詰
め
た
秀
吉
の
半
生
︑
そ
れ
を
成
し
得
た
秀
吉
の
卓
抜
し
た
能
力
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
︑
身
分
を

超
え
た
稀
有
な
立
身
出
世
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
︑
読
者
の
注
意
を
向
け
る
仕
掛
け

と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
と
り
わ
け
︑
シ
ニ
バ
ル
デ
ィ
の
詩
に
お
い
て
は
︑
貧

民
で
は
な
い
が
幼
き
頃
に
山
中
に
棄
て
ら
れ
︑
雌
犬
に
育
て
ら
れ
た
伝
説
の
あ

る
︑
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
創
建
者
︑
キ
ュ
ロ
ス
二
世
と
︑
生
後
間

も
な
く
川
に
捨
て
ら
れ
︑
漂
着
し
た
先
で
︑
雌
狼
の
乳
で
養
わ
れ
︑
後
に
羊
飼

い
に
拾
わ
れ
て
︑
ロ
ー
マ
の
建
国
者
と
さ
れ
る
ロ
ム
ル
ス
を
引
き
合
い
に
出
す

こ
と
で
︑
読
み
手
に
馴
染
み
の
あ
る
人
物
か
ら
︑
未
知
の
秀
吉
の
イ
メ
ー
ジ
を

引
き
出
す
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
末
尾
に
置
か
れ
た
こ
の
二
つ
の
詩
を
以
て
︑

秀
吉
が
纏
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
で
の
秀
吉
伝
賛
は
こ
う

し
て
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
五
節
　
秀
吉
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が
る
ク
ラ
ッ
ソ
の
思
想
と
は
何
か

　
の
ち
に
見
る
徳
川
家
康
の
記
述
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
が
︑
ク
ラ
ッ
ソ

は
︑
バ
ル
ト
リ
や
先
行
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
関
連
資
料
か
ら
引
用
し
つ
つ
も
︑
評

伝
執
筆
と
い
う
目
的
の
た
め
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
必
要

最
低
限
に
抑
え
︑
時
に
は
脚
色
を
施
し
は
す
る
も
の
の
︑
自
己
が
﹁
客
観
的
﹂

と
判
断
す
る
記
述
の
み
を
丹
念
に
拾
い
上
げ
て
︑
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成

し
て
い
る
︒
こ
の
点
は
︑
文
筆
家
ク
ラ
ッ
ソ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た

い
︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
の
秀
吉
に
対
す
る
評
価
は
︑
年
を
追
う
ご
と
に
増
す
秀
吉
の
残
忍

性
や
野
心
︑
猜
疑
心
に
よ
り
︑
下
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
武
将
︑
支

配
者
と
し
て
の
秀
吉
へ
の
評
価
が
一
貫
し
て
高
い
と
い
う
点
も
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の

秀
吉
伝
賛
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
の
一
方
︑

同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
た
政
治
的
な
﹁
偽
り
と
欺
瞞
﹂
と
い
う
観
点

か
ら
も
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
秀
吉
の
人
間
像
に
迫
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
記
述
か
ら
伝

わ
る
︒﹁
太
閤
様
は
︑
友
情
が
帝
権
の
支
え
と
な
っ
て
き
た
こ
と
も
理
解
し
て

い
た
か
ら
︑
太
閤
様
の
勢
力
拡
大
に
友
人
た
ち
が
仕
え
る
限
り
に
お
い
て
は
︑

彼
ら
を
愛
し
︑
は
た
ま
た
愛
す
る
ふ
り
を
し
た
﹂
あ
る
い
は
﹁
秀
吉
は
キ
リ
ス

ト
教
に
寛
容
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
真
の
分
別
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
︑
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
商
人
が
役
に
立
つ
か
ら
で
あ
り
︑
引
い
て
は
戦
の
時
に
彼
ら
が

い
る
と
助
か
る
か
ら
だ
﹂
と
い
っ
た
記
述
が
好
例
だ
ろ
う
︒
一
七
世
紀
西
欧
で

は
﹁
偽
り
と
欺
瞞
﹂（D

issim
ulazione e Inganno

（
と
い
う
政
治
的
態
度
は
︑
統

治
術
の
一
つ
と
し
て
重
要
視
さ
れ
︑
議
論
も
盛
ん
で
関
連
書
籍
も
多
く
出
版
さ

れ
て
い
た
背
景
も
関
わ
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
こ
こ
で
︑
指
摘
の
あ
っ
た
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の
比
喩
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
︒

一
七
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
著
述
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
︑﹁
タ
キ
ト
ゥ
ス
主
義
﹂

と
い
う
歴
史
著
述
ス
タ
イ
ル
が
流
行
し
て
い
た
︒
こ
の
タ
キ
ト
ゥ
ス
主
義
と
は
︑

帝
政
ロ
ー
マ
時
代
の
歴
史
家
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
タ
キ
ト
ゥ
ス
（C

ornelius Tacitus, 

五
五
︱
一
二
〇
（
の
著
作
﹃
年
代
記
﹄
や
﹃
同
時
代
史
﹄
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
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歴
史
の
変
遷
を
振
り
返
る
な
か
で
政
治
的
教
訓
を
見
出
そ
う
と
す
る
著
述
ス
タ

イ
ル
で
あ
る
︒
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
共
和
政
ロ
ー
マ
に
憧
憬
を
抱
き
︑
独
裁
君
主
的

な
ロ
ー
マ
皇
帝
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
（Tiberius, 

前
四
二
︱
後
三
七
（
に
批
判
的
で

あ
っ
た
一
方
で
︑
安
定
し
た
統
治
を
展
開
し
て
い
く
う
え
で
は
独
裁
政
治
も
止

む
な
し
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
右
記
の
著
作
を
著
し
た
︒
独
裁
を
許
容
し
な
が
ら

も
︑
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
︑
理
想
と
し
た
共
和
制
ロ
ー
マ
時
代
の
最
高
意
思
決
定
機

関
で
あ
っ
た
元
老
院
を
軽
視
す
る
な
ど
独
裁
傾
向
の
強
か
っ
た
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス

や
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
い
っ
た
ロ
ー
マ
皇
帝
に
低
い
評
価
を
与
え
て
い
る
︒
特

に
反
対
派
を
粛
清
す
る
な
ど
恐
怖
政
治
を
敷
い
た
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
に
対
し
て
は
︑

﹁
悪
帝
﹂
と
い
う
よ
う
に
評
価
は
手
厳
し
い
︒

　
一
六
~
一
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
︑
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
生
き
た
時
代
と
同
じ

よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
お
り
︑
迅
速
な
意
思
決
定
に
よ
り
容
易
に
国
力
を
集
中

で
き
る
︑
い
わ
ば
専
制
的
な
絶
対
王
政
国
家
（
ス
ぺ
イ
ン
︑
フ
ラ
ン
ス
等
（
が
台

頭
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
の
著
述
家
た
ち
は
︑
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
の
共
和
政
や
民
主
政
を
理
想
と
し
な
が
ら
も
︑
合
理
的
統
治
と
い
う
観

点
に
お
い
て
絶
対
王
政
国
家
の
優
位
性
を
現
実
と
し
て
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
に
あ
り
︑
そ
の
理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
タ
キ
ト
ゥ
ス
主
義

が
︑
彼
ら
に
と
っ
て
非
常
に
好
都
合
な
著
述
形
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
︑
広
く
浸

透
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
︑
秀
吉
を
﹁
日
本

の
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
﹂
と
断
じ
た
背
景
に
は
こ
う
い
う
同
時
代
の
政
治
情
勢
が

あ
っ
た
︒
ク
ラ
ッ
ソ
の
記
述
に
認
め
ら
れ
る
﹁
偽
り
と
欺
瞞
﹂︑﹁
タ
キ
ト
ゥ
ス

主
義
﹂
と
い
う
着
眼
点
は
︑
当
時
の
西
欧
の
政
治
思
想
の
潮
流
か
ら
説
明
で
き

る
の
で
あ
り
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
教
養
の
深
さ
は
も
と
よ
り
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
希
求
し

た
政
治
家
像
︑
君
主
像
を
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
秀
吉
伝
賛
に
お
い
て
︑
未
だ
疑
問
が
一
つ
残
る
︒

何
故
︑
秀
吉
が
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
の
冒
頭
を
飾
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ

る
︒
こ
こ
で
私
見
を
記
し
て
み
た
い
︒
先
述
の
よ
う
に
ク
ラ
ッ
ソ
の
秀
吉
に
対

す
る
評
価
は
極
め
て
高
い
︒
秀
吉
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
人
間
で
あ
り
︑
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
々
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
貧
民
か
ら
立
身
出
世
を
遂
げ
た
人
物
で

も
あ
る
︒
こ
う
い
う
人
物
を
冒
頭
に
置
け
ば
読
み
手
の
興
味
を
引
く
こ
と
疑
い

な
し
︑
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
た
し
か
に
ク
ラ
ッ
ソ

に
よ
る
秀
吉
の
記
述
に
は
︑
出
自
の
貧
し
さ
や
非
人
間
性
を
強
調
す
る
記
述
が

多
々
認
め
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
予
想
を
超
え
た
功
績
を
残
し
た
秀
吉
に
対
す
る

逆
説
的
な
賛
辞
と
も
解
釈
可
能
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑
自
ら
の
想
像
の
及
ば
な
い
︑

非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
﹁
驚
異
﹂
に
対
す
る
好
奇
心
に
も
繋
が
る
こ
と
に
も
な

る
︒﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
に
先
立
つ
﹃
文
人
伝
賛
﹄
の
な
か
で
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
コ

ロ
ン
ブ
ス
や
イ
タ
リ
ア
博
物
学
に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
ア
ル
ド
ロ
ヴ
ァ
ン
デ
ィ

を
取
り
上
げ
て
お
り
︑
新
し
い
知
識
や
世
界
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
好
奇
の
眼

差
し
を
向
け
て
い
た
︒
ク
ラ
ッ
ソ
に
は
未
知
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
武
将
で

あ
る
秀
吉
が
︑
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
の
よ
う
に
︑
取
り
巻
く
現
実
に
呼
応
し
た
統

治
を
行
っ
て
い
た
︒
ク
ラ
ッ
ソ
は
﹁
驚
異
﹂
に
対
し
嬉
々
と
し
た
眼
差
し
を
向

け
る
文
筆
家
だ
っ
た
︒
そ
う
い
う
ク
ラ
ッ
ソ
が
︑
読
者
に
相
当
な
イ
ン
パ
ク
ト
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を
与
え
る
こ
と
間
違
い
な
い
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
人
物
で
あ
る
秀
吉
を
巻
頭
に

据
え
な
い
理
由
は
な
い
と
合
点
が
い
く
の
で
あ
る
︒

第
三
章
　『
著
名
武
将
伝
賛
』
で
語
ら
れ
る
徳
川
家
康

第
一
節
　
ク 

ラ
ッ
ソ
は
徳
川
家
康
を
ど
う
記
述
し
た
か 

―
―
巧
言
令
色
を
講
じ
る
内
府
様

　
ク
ラ
ッ
ソ
の
家
康
伝
賛
と
で
も
言
う
べ
き
記
述
は
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
の
四

七
~
五
一
頁
に
置
か
れ
て
い
る
︒﹁
内
府
様
:
日
本
の
皇
帝
﹂（D

aifusam
a 

Im
peratore del G

iappone

（
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
評
伝
の
幕
が
開
く
︒
秀

吉
の
記
述
と
同
様
に
︑
バ
ル
ト
リ
︑
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
集
や
年
報
か
ら
の
引
用

で
構
成
さ
れ
︑
適
宜
ク
ラ
ッ
ソ
の
解
釈
が
織
り
込
ま
れ
て
い
く
形
式
を
と
る
︒

﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
と
同
様
で
あ
る
︒
前
章
に
な
ら
い
つ
つ
︑
典
拠
の
同
定
作
業
と
内

容
の
分
析
を
進
め
て
行
き
た
い
︒

　
こ
の
皇
帝
の
昔
の
名
は
家
康
（G

eiaso

（
で
あ
っ
た
が
︑
後
に
な
っ
て

人
々
の
あ
い
だ
で
は
︑
内
府
（D

aifu

（︑
ま
た
一
般
的
に
は
内
府
様

（D
aifusam

a

（
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
生
ま
れ
は
高
貴
で
︑

八
ヶ
国
の
領
主
で
あ
り
︑
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
数
々
の
運
に
恵
ま
れ
て

い
た
と
は
い
え
︑
出
自
の
高
さ
︑
支
配
領
域
︑
立
て
た
武
勲
の
大
き
さ
︑
思

慮
深
さ
︑
ど
れ
を
取
っ
て
も
秀
で
て
い
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
日
本
の
帝
権

を
手
に
し
た
︒
と
は
い
っ
て
も
︑
内
府
様
が
︑
領
有
し
て
い
た
国
々
で
は

常
日
頃
か
ら
不
正
を
は
た
ら
き
︑
詐
術
を
用
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
︑

目
覚
ま
し
い
活
躍
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
︑
絶
え
ず
悪
の
靄
が
立
ち
込
め
て

い
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
に
よ
る
家
康
の
記
述
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
四
四
八
頁
に
あ
る
第
二
章

﹁
太
閤
様
の
帝
権
（Im

perio di Taicosam
a

（﹂
か
ら
の
引
用
で
始
ま
る（

（（
（

︒
秀
吉
の

場
合
と
同
様
︑
引
用
の
間
に
ク
ラ
ッ
ソ
自
身
の
解
釈
︱
︱
﹁
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
数
々
の
運
に
恵
ま
れ
て
は
い
た
と
は
い
え
﹂
や
﹁
内
府
様
が
領
有
し
て
い

た
国
々
に
お
い
て
常
日
頃
か
ら
不
正
を
は
た
ら
き
︑
詐
術
を
用
い
て
い
た
か
ら

こ
そ
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
︑
目
覚
ま
し
い
活
躍
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
︑
絶
え
ず

悪
の
靄
が
立
ち
込
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
﹂
︱
︱
が
︑
禍
々
し
く
も
正
鵠
を
射

た
評
価
と
し
て
添
え
ら
れ
る
︒
バ
ロ
ッ
ク
期
イ
タ
リ
ア
政
治
思
想
の
文
脈
に

則
っ
た
ク
ラ
ッ
ソ
の
判
断
に
よ
る
︑
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
︑
秀

吉
と
は
正
反
対
の
出
自
を
持
つ
も
う
一
人
の
日
本
人
武
将
の
紹
介
が
始
ま
る
の

で
あ
っ
た
︒

　
先
の
帝
権
の
簒
奪
者
で
あ
っ
た
太
閤
様
は
︑
人
生
最
期
の
時
を
迎
え
た

折
︑
内
府
を
自
ら
の
枕
元
に
呼
び
寄
せ
︑
覚
束
な
い
言
葉
遣
い
で
涙
を
流

し
な
が
ら
︑
家
康
に
こ
う
告
げ
る
の
だ
っ
た
︒﹁
五
歳
に
な
っ
た
我
が
息

子
の
秀
頼
︑
そ
し
て
領
国
の
統
治
の
こ
と
を
頼
む
﹂
と
︒
そ
れ
も
こ
れ
も
︑
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将
来
的
に
内
府
の
孫
の
一
人
が
︑
秀
頼
の
妻
と
な
る
約
束
を
﹇
内
府
と
太

閤
様
が
﹈
交
わ
し
て
い
た
も
の
だ
か
ら
︑﹇
秀
頼
の
﹈
も
う
一
方
の
父
で
あ

る
内
府
が
秀
頼
を
養
育
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
︒
そ
し
て
︑
万

全
に
し
て
最
大
限
の
保
障
と
し
て
︑
何
人
か
の
総
督
た
ち
を
任
命
し
︑
彼

ら
に
日
本
の
異
教
神
の
名
の
下
で
忠
誠
を
誓
わ
せ
︑
貴
族
や
市
民
の
秩
序

維
持
に
当
た
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
も
う
片
方
﹇
太
閤
様
﹈
は
内
府
を
望
ま
し
い
人
間
と
思
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
内
府
は
顔
に
こ
そ
悲
壮
感
を
漂
わ
せ
て
い
た
も

の
の
︑
心
の
内
で
は
陽
気
そ
の
も
の
で
あ
り
︑﹇
太
閤
様
よ
り
課
せ
ら
れ
た
﹈

重
責
と
太
閤
様
の
死
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る（

（1
（

︒

　
秀
吉
が
人
生
の
最
後
を
迎
え
た
時
の
家
康
と
の
対
話
で
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
四

四
八
~
四
四
九
頁（

（（
（

に
お
い
て
︑
時
に
直
接
話
法
が
用
い
ら
れ
つ
つ
︑
躍
動
的
で

情
感
の
こ
も
っ
た
シ
ー
ン
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
右
の
試
訳
で
は
一
部
直
接
話

法
と
し
た
が
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
す
べ
て
間
接
話
法
を
採
る
︒
秀
吉
と
家
康
の
や
り

取
り
︑
及
び
バ
ル
ト
リ
で
は
詳
細
な
記
載
の
あ
る
五
大
老
選
出
の
経
緯
が
︑﹁
家

康
伝
賛
﹂
で
は
構
成
要
素
の
一
部
に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
︑
コ
ン
パ
ク
ト
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
秀
吉
と
家
康
と
の
や
り
取
り
に
続
き
︑
家
康
の
内
面
性
の
描
写
へ
と
移
っ
て

い
く
︒
こ
の
箇
所
も
バ
ル
ト
リ
の
四
四
九
頁
︑
四
五
〇
頁（

（（
（

の
記
述
を
参
考
に
し
︑

ク
ラ
ッ
ソ
の
言
葉
で
手
際
よ
く
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
前
章
で
も
触
れ
た
︑

政
治
的
な
﹁
偽
り
と
欺
瞞
﹂
と
い
う
文
脈
か
ら
︑
家
康
と
い
う
一
君
主
の
姿
を

描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
皆
が
統
治
に
専
念
す
る
な
か
で
︑
秘
め
た
る
想
い
を
内
に
抱
い
て
い
た

内
府
は
と
い
う
と
︑
皆
の
利
益
が
関
係
す
る
場
に
お
い
て
は
粛
々
と
行
動

す
る
姿
が
多
く
見
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
権
力
の
座
を
め
ぐ
り
︑
力
と
権
威
を

通
じ
て
内
府
と
対
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
者
も
多
く
い
た
も
の
の
︑
内
府

は
寄
進
や
政
務
に
旺
盛
な
姿
勢
を
示
す
こ
と
で
︑
彼
ら
の
気
を
そ
ち
ら
に

逸
ら
し
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
バ
ル
ト
リ
は
︑
秀
吉
死
後
の
五
大
老
を
中
心
と
し
た
動
向
を
描
く
の
に
対
し
︑

ク
ラ
ッ
ソ
は
自
ら
の
﹁
家
康
伝
賛
﹂
に
引
き
寄
せ
る
か
の
よ
う
に
︑
五
大
老
に

つ
い
て
は
簡
潔
な
言
及
に
と
ど
め
家
康
を
中
心
に
置
く
記
述
へ
と
書
き
改
め
て

い
る
︒﹁
内
府
は
寄
進
や
政
務
に
旺
盛
な
姿
勢
を
示
す
こ
と
で
︑
彼
ら
の
気
を

そ
ち
ら
に
逸
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
﹂
の
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
類
似
し
た
記
述
は

管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
︑
バ
ル
ト
リ
や
ゲ
レ
イ
ロ
で
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
イ

エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
何
ら
か
の
記
述
を
参
考
に
し
た
の
だ
ろ
う
︒

第
二
節
　
ク 

ラ
ッ
ソ
は
徳
川
家
康
を
ど
う
記
述
し
た
か 

―
―
多
謀
善
断
の
将
、
関
ケ
原
に
お
け
る
勝
利

　
前
節
で
は
︑
家
康
が
本
音
と
建
て
前
を
使
い
分
け
︑
着
々
と
権
力
の
掌
握
を



驚異へ捧げる賛辞 

91

進
め
て
い
く
様
子
を
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
バ
ロ
ッ
ク
期
政
治
思
想
の
文
脈
か
ら
咀
嚼

し
︑
家
康
像
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
︒
本
節
で
は
︑
家
康
が
関

ケ
原
の
合
戦
か
ら
権
力
の
頂
点
に
上
り
詰
め
る
過
程
を
見
て
い
き
た
い
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
帝
権
﹇
天
下
﹈
が
太
平
で
あ
ろ
う
と
︑
嵐

が
全
く
起
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
総
督
た
ち
が
﹁
太

閤
様
崇
拝
﹂
と
い
う
金
科
玉
条
の
も
と
で
恩
恵
に
与
っ
て
い
た
一
方
で
︑

彼
ら
と
は
異
な
り
︑
必
要
以
上
の
動
き
を
見
せ
る
内
府
に
対
し
︑
対
立
心

を
抱
く
者
も
非
常
に
多
か
っ
た
︒
だ
が
強
大
な
権
力
に
立
ち
向
か
お
う
と

す
れ
ば
︑
す
ぐ
さ
ま
そ
の
権
力
の
敵
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
︑

大
半
の
者
は
身
を
守
る
こ
と
に
徹
し
た
︒

　
結
果
と
し
て
︑
複
数
の
党
派
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
日
本
で
は
︑
そ
れ

ら
の
党
派
同
士
で
武
器
無
き
戦
が
始
ま
っ
た
の
だ
が
︑
支
配
権
が
得
ら
れ

る
わ
け
で
も
︑
は
た
ま
た
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
︒
伏

見
と
大
坂
と
の
あ
い
だ
に
︑
両
党
派
二
〇
万
の
兵
士
が
集
結
し
た
︒
け
れ

ど
も
内
府
は
武
器
を
手
に
せ
ず
に
︑
巧
妙
な
手
口
を
使
っ
て
戦
に
臨
み
︑

一
か
八
か
の
危
険
に
晒
さ
れ
る
で
も
な
く
︑
敵
党
派
の
頭
で
あ
り
︑
軍
団

の
牽
引
役
で
も
あ
っ
た
治
部
少
輔（

（（
（

を
初
っ
端
で
撃
破
し
た
︒
そ
し
て
︑
内

府
は
治
部
少
輔
か
ら
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
奪
い
︑
惨
め
な
境
遇
の
な
か
︑
僻

地
で
生
き
て
い
く
よ
う
に
迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ま
だ

復
讐
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
限
り
︑
多
く
の
者
は
屈
辱
に
耐
え
忍
ぶ

も
の
︒
だ
か
ら
勇
壮
な
治
部
少
輔
は
︑
摂
津
守
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ（

（（
（

と
秀
頼

の
指
南
役
で
あ
る
景
勝（

（（
（

の
軍
勢
を
従
え
て
︑
よ
り
力
を
つ
け
て
再
び
陣
営

へ
と
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　
第
一
段
落
目
で
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
自
身
の
解
釈
に
基
づ
く
格
言
め
い
た
﹁
こ

の
よ
う
な
帝
権
﹇
天
下
﹈
が
太
平
で
あ
ろ
う
と
︑
嵐
が
全
く
起
き
な
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
﹂
と
い
っ
た
記
述
や
︑﹁
強
大
な
権
力
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
れ

ば
︑
す
ぐ
さ
ま
そ
の
権
力
の
敵
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
︑
大
半
の

者
は
身
を
守
る
こ
と
に
徹
し
た
﹂
以
外
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
四
七
一
頁（

（（
（

の
一
部
の

要
約
で
あ
り
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
言
葉
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒

　
第
二
段
落
目
は
︑﹁
石
田
三
成
襲
撃
事
件
﹂
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
具
体
性
に
乏
し
く
︑
抽
象
的
な
描
写
が
続
く
た
め
︑
ど
の
事
件
を
指
す
か

は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
し
か
し
動
員
兵
数
な
ど
に
疑
問
符
が
つ
く

も
の
の
︑
全
体
の
経
緯
と
﹁﹇
家
康
が
三
成
に
﹈
僻
地
で
生
き
て
い
く
よ
う
に

迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
記
述
か
ら
︑
襲
撃
事
件
の
結
末
で
あ
る
三
成
の

佐
和
山
城
蟄
居
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
第
二
段
落
目
も
︑
前
段
落
と
同
様
に
バ
ル
ト
リ
の
四
七
一
頁（

（（
（

で
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
︒
バ
ル
ト
リ
で
は
︑
家
康
が
次
第
に
尊
大
な
態
度
を
取
る
よ
う
に
な

り
︑
他
の
大
老
た
ち
や
秀
吉
の
旧
臣
た
ち
と
の
あ
い
だ
に
溝
が
出
来
て
し
ま
う

様
子
︑
家
康
が
武
器
を
用
い
ず
話
し
合
い
で
解
決
を
試
み
︑
少
数
の
兵
を
引
き

連
れ
て
三
成
の
も
と
を
訪
れ
︑
政
権
か
ら
の
離
脱
と
近
江
（Vom

i

（
へ
の
蟄
居
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を
要
求
す
る
旨
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
が
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
記
述
は
︑
そ
れ
と

は
若
干
趣
が
異
な
る
こ
と
に
気
づ
く
︒﹁
内
府
は
武
器
を
手
に
せ
ず
に
︑
巧
妙

な
手
口
を
使
っ
て
戦
に
臨
み
︑
一
か
八
か
の
危
険
に
晒
さ
れ
る
の
で
も
な
く
︑

敵
党
派
の
頭
で
あ
り
︑
軍
団
の
牽
引
役
で
も
あ
っ
た
治
部
少
輔
を
初
っ
端
で
撃

破
し
た
﹂
と
い
う
記
述
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
家
康
の
活
躍
が
非
常
に
誇

張
さ
れ
た
か
た
ち
で
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
秀
吉
の
記
述
で
も
度
々
見
ら
れ
た
よ

う
に
︑﹁
家
康
伝
賛
﹂
に
お
け
る
主
人
公
家
康
の
武
勲
を
強
調
す
る
た
め
の
レ
ト

リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑﹁
し
か
し
な
が
ら
︑
ま
だ
復
讐
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
限
り
︑
多

く
の
者
は
屈
辱
に
耐
え
忍
ぶ
も
の
︒
だ
か
ら
勇
壮
な
治
部
少
輔
は
︑
摂
津
守
ア

ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
と
秀
頼
の
指
南
役
で
あ
る
景
勝
の
軍
勢
を
従
え
て
︑
再
び
陣
営

へ
と
帰
参
し
た
の
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
記
述
は
︑
バ
ル
ト
リ
や
他
の
イ
エ
ズ
ス

会
士
書
簡
で
類
似
箇
所
を
確
認
で
き
な
い
︒
こ
こ
で
も
物
語
の
主
人
公
で
あ
る

武
将
家
康
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
三
成
を
一
層
引
き
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め

に
︑
敢
え
て
手
を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
﹇
治
部
少
輔
の
﹈
軍
勢
に
対
し
︑
内
府
も
軍
勢
を
整
え
︑
敵

方
よ
り
も
少
な
い
兵
力
で
戦
に
出
陣
し
︑﹇
敵
方
の
﹈
何
人
か
を
内
府
の
支

持
に
回
る
よ
う
唆
し
た
り
も
し
て
︑
こ
の
戦
い
で
も
内
府
が
勝
者
と
な
っ

た
︒
備
前
の
王（

（1
（

で
あ
る
中
納
言
殿（

（（
（

は
戦
死
を
遂
げ
︑
治
部
少
輔
と
摂
津
守

ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
に
至
っ
て
は
︑
ま
た
も
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
︒
虐
殺
︑
そ
し
て
多
く
の
も
の
が
抱
い
て
い
た
︑
内
府
様
の
も
と
へ
と

引
き
出
さ
れ
る
恐
怖
︑
と
も
に
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
︒
何
人
か
は
︑

そ
こ
に
赴
い
た
が
最
後
︑
勝
鬨
を
挙
げ
て
図
に
乗
ら
せ
て
な
る
も
の
か
と
︑

こ
の
よ
う
な
野
蛮
な
国
々
の
風
習
に
従
っ
て
︑
自
ら
腹
を
切
っ
た
︒
山
口

の
王
︑
毛
利
殿
は
︑
防
御
力
が
あ
っ
た
大
坂
へ
逃
れ
た
も
の
の
︑
惨
め
に

も
降
服
し
た（

（（
（

︒

　
こ
れ
は
関
ケ
原
の
合
戦
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
あ
り
︑
キ
リ
シ
タ
ン

で
あ
っ
た
小
西
行
長
の
様
子
に
大
半
の
紙
片
が
割
か
れ
て
い
る
バ
ル
ト
リ
の
四

七
二
~
四
七
三
頁（

（（
（

か
ら
引
用
さ
れ
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
言
葉
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い

る
︒
バ
ル
ト
リ
に
よ
る
関
ケ
原
の
合
戦
の
記
述
は
非
常
に
詳
細
で
あ
る
も
の
の
︑

ク
ラ
ッ
ソ
は
要
点
を
絞
っ
て
ま
と
め
よ
う
と
す
る
が
余
り
︑
バ
ル
ト
リ
の
記
述

か
ら
離
れ
て
い
る
点
が
多
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒

　
こ
こ
で
も
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
自
身
の
武
将
家
康
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
る
た

め
に
︑
家
康
の
華
々
し
い
勝
利
を
告
げ
︑
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
敵
対

者
の
末
路
も
大
仰
に
描
く
と
い
っ
た
︑
家
康
本
位
の
構
成
を
と
る
︒
た
と
え
ば
︑

後
に
流
刑
に
処
さ
れ
る
宇
喜
多
秀
家
は
︑
バ
ル
ト
リ
に
お
い
て
﹁
刀
剣
の
一
撃

で
頭
部
を
失
っ
た（

（（
（

﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
一
方
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
記
述
で
は
︑
こ
れ

ら
が
簡
略
化
さ
れ
︑
戦
死
し
た
こ
と
の
み
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
運
気
も
上
々
の
内
府
は
︑
敵
方
の
王
国
を
残
ら
ず
︑
急
ぎ
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滅
ぼ
し
て
︑
極
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
日
本
の
支
配
者
の
座
に
つ
い
た
の

で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
内
府
は
よ
り
力
の
あ
る
者
か
ら
命
を
奪
い
︑
信
用

を
置
け
ぬ
者
か
ら
は
尊
厳
を
奪
っ
た
︒
そ
し
て
内
府
を
慕
っ
て
き
た
者
に

は
漏
れ
な
く
褒
美
と
名
誉
を
与
え
た
︒
こ
の
よ
う
な
行
動
を
以
て
︑
内
府

は
六
十
六
国
の
皇
帝
の
座
を
射
止
め
た
の
で
あ
っ
た
︒
卑
し
い
生
ま
れ
で
︑

貴
族
ら
の
弾
圧
に
耽
っ
て
い
た
太
閤
様
と
は
異
な
り
︑
内
府
様
は
高
貴
な

血
筋
の
出
で
あ
っ
た
か
ら
︑
誠
実
さ
を
以
て
貴
族
を
存
続
さ
せ
た（

（（
（

︒

　
バ
ル
ト
リ
の
四
七
三
頁（

（（
（

か
ら
引
用
さ
れ
る
戦
後
処
理
の
様
子
は
︑
同
書
第
二

章
﹁
太
閤
様
の
帝
権
﹂
か
ら
の
最
後
の
引
用
で
あ
り
︑
こ
れ
以
降
は
第
三
章
﹁
内

府
様
の
帝
権
﹂
か
ら
引
か
れ
る
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
秀
吉
と
の
比
較
を
投
入
し

て
い
る
点
で
あ
る
︒
秀
吉
と
の
出
自
の
違
い
を
明
確
に
伝
え
︑
家
康
が
寛
容
に

し
て
正
当
な
支
配
者
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
印
象
付
け
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ

る
の
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
運
命
と
内
府
様
の
人
生
が
一
緒
く
た
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

く
な
か
で
︑
彼
は
キ
リ
ス
ト
教（

（（
（

に
試
練
を
与
え
た
︒
と
い
う
の
も
︑
内
府

様
は
利
益
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
を
愛
し
て
い
た
が
︑
教
え
そ
の
も
の
と

し
て
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
酷
く
憎
ん
で
お
り
︑
坊
主
ら
と
一
緒
で
偶
像
崇

拝
者
を
装
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
言
う
な
れ
ば
︑
彼か

の
教
え
の
下
で
は
︑

悪
辣
非
道
な
為
政
者
は
誰
も
が
︑
異
教
神
を
信
じ
て
な
ど
い
な
い
か
の
よ

う
に
見
え
る
の
で
あ
る
︒

　
内
府
様
は
貴
族
た
ち
に
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
を
禁
じ
た
か
と
思
え
ば
︑
様

子
や
行
動
か
ら
も
わ
か
る
ほ
ど
に
︑
一
段
の
頑
張
り
で
布
教
活
動
に
臨
ん

で
い
た
司
教
や
神
父
た
ち
を
褒
め
た
た
え
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
内
府
様

は
凄
ま
じ
い
迫
害
の
暴
挙
に
出
る
よ
う
に
な
り
︑
既
に
到
来
し
て
い
た
イ

ギ
リ
ス
人
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
ら
は
︑
偶
像
崇
拝
者
以
上
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
敵

と
成
り
変
わ
っ
た
の
で
あ
る（

（（
（

︒

　
第
一
段
落
目
は
︑
バ
ル
ト
リ
の
第
三
章
﹁
内
府
様
の
帝
権
﹂
四
八
七
頁（

（（
（

か
ら

の
引
用
と
な
っ
て
お
り
︑
第
二
段
落
目
は
七
三
二
頁（
（11
（

か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る

が
︑
家
康
に
よ
る
貴
族
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
止
や
迫
害
の
記
述
だ
け
で

は
︑
引
用
さ
れ
た
原
典
の
特
定
に
は
至
ら
な
い
︒
バ
ル
ト
リ
の
第
三
章
に
は
︑

非
常
に
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
の
記
述
が
あ
り
︑
家
康
に
よ
る
迫
害
を
家
康

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
例
と
し
て
要
点
を
絞
っ
て
記
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
な
お
︑
前
章
で
取
り
上
げ
た
ク
ラ
ッ
ソ
の
記
述
に
キ
リ
ス
ト
教
や
そ
れ
に
係

る
日
本
批
判
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
は
︑
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
︒
武
将
の
功

績
を
論
じ
る
こ
と
を
旨
と
す
る
伝
賛
と
い
う
形
式
で
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
関
連
に

多
く
の
紙
面
を
割
く
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
れ
で

も
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
記
述
を
挿
入
す
る
必
要
も
あ
り
︑
必
要
最
低
限
の
記

載
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
の
献
呈
先
は
ス
ペ
イ
ン
王

カ
ル
ロ
ス
二
世
で
あ
り
︑
ス
ペ
イ
ン
王
は
同
時
に
カ
ト
リ
ッ
ク
王
を
名
乗
る
こ
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と
を
︑
ロ
ー
マ
教
皇
庁
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
︒
献
呈
先
へ
の
体
裁
を
考
慮
し

て
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
記
述
を
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
り
で
投

入
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
内
府
様
は
︑
総
督
た
ち
や
領
国
が
隣
接
す
る
王
た
ち
と
の
軋
轢
を
は
じ

め
︑
破
滅
を
招
く
あ
ら
ゆ
る
事（

（1（
（

を
気
に
か
け
て
お
り
︑
こ
と
の
次
第
に

よ
っ
て
は
力
や
策
略
に
訴
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
も
寛
大
な
精
神
の

持
ち
主
で
あ
る
が
故
の
こ
と
な
の
だ
が
︑
そ
う
で
あ
っ
て
も
他
の
者
た
ち

が
同
じ
よ
う
な
こ
と
︑
つ
ま
り
内
府
様
が
帝
権
を
獲
得
し
た
と
き
と
同
じ

よ
う
な
手
段
で
以
っ
て
︑
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
は
我
慢
な
ら
な

か
っ
た（
（1（
（

︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
が
家
康
に
関
す
る
多
く
の
資
料
を
読
み
込
み
︑
紙
幅
の
制
限
が
課

さ
れ
る
評
伝
に
︑
家
康
の
人
と
な
り
を
表
象
す
る
文
言
を
︑
端
的
に
そ
し
て
巧

み
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
︑
典
拠
は
︑
バ
ル
ト
リ
や
ゲ
レ

イ
ロ
︑
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
な
ど
に
未
だ
見
出
せ
て
は
い
な
い
︒
こ
の
記
述
は
︑

晩
年
に
差
し
掛
か
っ
た
家
康
が
疑
心
暗
鬼
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
︑﹁
家
康
伝
賛
﹂

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
大
坂
の
陣
へ
の
橋
渡
し
と
も
な
る
重
要
な
導
入
部
の
機
能

を
果
た
し
て
い
る
︒

第
三
節
　
ク 

ラ
ッ
ソ
は
徳
川
家
康
を
ど
う
記
述
し
た
か 

―
―
老
獪
家
康
、
画
竜
点
睛
を
以
て
臨
ん
だ
大
坂
の
陣

　
前
節
で
は
︑
家
康
が
手
練
手
管
の
限
り
を
尽
く
し
て
︑
関
ケ
原
の
合
戦
で
勝

利
を
収
め
︑
そ
の
後
の
権
力
基
盤
の
構
築
の
過
程
を
見
て
き
た
︒
本
節
で
は
︑

晩
年
を
迎
え
た
家
康
が
ど
の
よ
う
に
大
坂
の
陣
に
臨
み
︑
そ
の
権
力
基
盤
を
引

き
継
ご
う
と
し
た
の
か
︑
そ
し
て
ク
ラ
ッ
ソ
が
そ
れ
ら
を
︑
ど
の
よ
う
に
眼
差

し
て
い
た
の
か
を
論
じ
る
︒

　
時
は
流
れ
て
一
六
一
五
年
︑
内
府
様
は
︑
老
い
が
深
刻
さ
を
増
し
︑
病

に
蝕
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
悟
っ
て
い
た
の
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
折
に

成
し
遂
げ
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
︒
将
軍（

（1（
（

で
あ
る
長
子
の
戴
冠
を
確
固
た
る

も
の
と
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
た
︒
か
つ
て
内

府
様
に
よ
っ
て
帝
権
を
簒
奪
さ
れ
た
秀
頼
が
︑
内
府
様
の
死
後
に
︑
父
の

帝
権
の
再
奪
取
と
い
う
望
み
を
必
ず
や
果
た
さ
ん
と
し
て
︑
大
坂
の
要
塞

化
を
進
め
て
い
た
の
だ
︒
こ
う
し
た
状
況
の
先
に
待
つ
も
の
は
︑
一
触
即

発
の
事
態（

（1（
（

で
あ
る
︒
内
府
は
大
坂
に
い
る
秀
頼
を
包
囲
す
べ
く
準
備
を
進

め
た
の
だ
が
︑
力
任
せ
の
行
動
に
出
る
こ
と
は
一
切
な
く
︑
計
略
に
転
じ

た
︒
内
府
は
秀
頼
と
と
も
に
日
本
の
異
教
神
の
下
で
宣
誓
し
︑
和
解
し
た

う
え
で
双
方
の
血
判
を
以
っ
て
︑
和
議
の
条
件
に
署
名
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

内
府
は
︑﹇
敵
方
の
武
将
に
﹈
寝
返
る
よ
う
密
か
に
手
を
回
し
つ
つ
︑
精
強

な
軍
隊
を
率
い
て
大
坂
を
掌
握
し
た
の
だ
か
ら
︑
老
君
が
仕
組
ん
だ
合
意
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は
︑
若
君
を
欺
く
た
め
に
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て

大
坂
で
起
き
た
殺
戮
は
︑
性
別
︑
年
齢
︑
善
人
か
悪
人
か
で
見
逃
さ
れ
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
︑
殺
す
側
の
欲
望
が
失
せ
る
こ
と
は
無

く
︑
む
し
ろ
右
派
﹇
秀
頼
方
﹈
が
疲
弊
す
る
に
至
っ
た
︒
し
か
し
︑
幾
筋

も
立
ち
上
が
る
炎
の
な
か
で
莫
大
な
財
宝
が
消
失
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
つ

ま
り
︑
秀
頼
の
父
に
し
て
︑
こ
の
上
な
く
吝
嗇
家
の
太
閤
様
が
︑
一
時
期
︑

こ
の
城
塞
内
に
貯
め
込
ん
で
い
た
財
宝
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
幸
運
な
こ
と
に
秀
頼
は
︑
北
国（

（1（
（

の
国
々
へ
と
落
ち
延
び
て
︑
生
き
な
が

ら
え
た
も
の
の
︑
七
歳
に
な
る
﹇
秀
頼
の
﹈
息
子（
（1（
（

は
︑
勝
者
の
手
に
渡
っ

て
し
ま
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑﹇
太
閤
様
の
流
れ
を
く
む
﹈
王
家
の
血
が
︑
暴

君
に
よ
る
統
治
を
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
望
ん
で
い
な
い
と
も
限
ら
な
い

た
め
︑﹇
息
子
そ
の
も
の
の
存
在
が
﹈
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
で
は
︑
こ
れ
ら
の
者
ど
も
﹇
秀
頼
︑
国
松
︑
内
府
﹈
の
そ
の
後
に
話
を

移
そ
う
︒
自
ら
が
打
ち
首
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
童
子
﹇
国
松
﹈

は
︑
物
怖
じ
す
る
様
子
も
見
せ
ず
︑﹁
図
っ
た
な
っ
！
こ
の
内
府
め
っ
！
﹂

と
叫
ん
だ
の
だ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
当
の
内
府
は
勝
ち
誇
っ
た
か
の
よ
う

に
大
坂
を
破
壊
し
︑
駿
河（

（1（
（

へ
と
去
っ
て
い
っ
た
も
の
の
︑
秀
頼
を
生
き
延

び
さ
せ
て
し
ま
っ
た
が
故
に
︑
手
放
し
に
勝
利
に
酔
う
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　
そ
の
後
の
内
府
は
と
い
う
と
︑
日
本
に
あ
る
城
塞
全
て
を
破
却
す
る
よ

う
に
命
じ
︑
キ
リ
シ
タ
ン
と
キ
リ
ス
ト
の
ブ
ド
ウ
畑
の
小
作
人
た
ち（
（1（
（

に
対

し
て
は
︑
峻
烈
さ
を
増
し
た
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま

り
︑
野
蛮
人
ど
も
の
血
が
多
く
流
れ
た
の
だ
が
︑﹇
キ
リ
ス
ト
教
の
﹈
信
者

ら
の
血
も
少
な
か
ら
ず
流
れ
た
の
で
あ
る（
（1（
（

︒

　
こ
の
﹁
大
坂
の
陣
﹂
の
典
拠
は
バ
ル
ト
リ
の
八
二
四
~
八
二
六
頁（

（（1
（

︑
八
二
八

~
八
二
九
頁（

（（（
（

で
あ
り
︑
ル
イ
ス
・
ピ
ネ
イ
ロ
（Luiz Pinheiro

（
が
著
し
た
﹃
日

本
キ
リ
ス
ト
教
諸
事
報
告（

（（（
（

﹄
の
五
〇
七
~
五
〇
九
頁（

（（（
（

の
内
容
と
も
一
致
す
る
部

分
が
認
め
ら
れ
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ
の
﹁
家
康
伝
賛
﹂
で
︑
も
っ
と
も
紙
面
が
割
か

れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
︒
秀
吉
が
築
き
上
げ
た
政
権
と
家
康
の
政
権
と

の
最
終
決
戦
的
な
色
合
い
を
︑
読
み
込
ん
で
い
た
資
料
の
な
か
に
ク
ラ
ッ
ソ
は

感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
一
七
世
紀
西
欧
を
取
り
ま

く
政
治
状
況
と
重
ね
合
わ
せ
︑
大
坂
の
陣
に
お
け
る
家
康
の
老
獪
な
政
治
交
渉

術
と
︑
戦
が
多
方
面
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
心
を
抱
き
︑
そ
れ
を
読
者
に
伝
え
る

べ
く
︑
詳
細
に
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
豊
臣
秀
頼
が
イ
エ
ズ
ス
会
に
比
較
的
寛
容
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
イ
エ
ズ
ス
会

士
た
ち
は
徳
川
家
よ
り
も
豊
臣
家
に
好
意
を
寄
せ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒

イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
の
残
し
た
記
録
に
は
︑
豊
臣
方
に
同
情
的
な
記
述
が
多
く

目
に
留
ま
る
︒
一
方
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
描
く
大
坂
の
陣
は
︑
一
概
に
豊
臣
方
に
肩

入
れ
し
て
は
い
な
い
︒
む
し
ろ
家
康
の
政
治
手
腕
を
克
明
に
描
く
こ
と
で
︑
若

手
の
秀
頼
と
ベ
テ
ラ
ン
の
家
康
と
の
対
比
が
鮮
明
と
な
り
︑
家
康
の
実
践
的
な

強
か
さ
が
実
用
的
な
政
治
技
術
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え

て
い
る
︒
豊
臣
家
に
好
意
的
な
イ
エ
ズ
ス
会
の
言
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
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る
か
に
思
わ
せ
つ
つ
︑
実
は
家
康
に
肯
定
的
な
立
場
を
取
る
ク
ラ
ッ
ソ
の
政
治

観
が
巧
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒

　
大
坂
の
陣
に
関
わ
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
特
徴
的
な
言
説
の
一
つ
に
︑
秀
頼
生
存

説
が
あ
る
︒
秀
頼
が
イ
エ
ズ
ス
会
に
比
較
的
寛
容
ゆ
え
︑
イ
エ
ズ
ス
会
が
徳
川

家
よ
り
も
豊
臣
家
に
好
意
的
で
あ
っ
た
た
め
と
言
わ
れ
て
き
た
が
︑
実
際
は
秀

頼
の
最
期
に
つ
い
て
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
史
料
で
は
当
時
か
ら
様
々
な
説
が
唱

え
ら
れ
て
い
た
︒
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
平
戸
商
館
の
初
代
商
館
長
リ

チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
（R

ichard C
ocks, 

一
五
六
六
︱
一
六
二
三
（
は
︑
イ
ギ
リ

ス
東
イ
ン
ド
会
社
本
部
宛
書
簡
（
一
六
一
六
年
二
月
二
五
日
付 

平
戸
発
信
（
に
お

い
て
︑
秀
頼
の
最
期
に
焼
死
説
と
生
存
説
︑
双
方
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え

た（
（（（
（

︒
当
該
戦
乱
の
状
況
を
伝
え
る
最
初
の
本
部
宛
書
簡
で
あ
り
︑
大
坂
の
陣
が

終
結
し
て
半
年
以
上
経
て
も
な
お
︑
秀
頼
の
消
息
が
定
か
で
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
極
め
て
重
要
な
情
報
で
あ
る
︒
ま
た
︑
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
平
戸
商
館
商
務
員
マ
テ
イ
ス
・
テ
ン
・
ブ
ル
ッ
ケ
（M

atthijs ten Broecke, n.d.

（︑

お
よ
び
エ
ル
ベ
ル
ト
・
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
（Elbert W

outersz, n.d.

（
は
︑
オ
ラ
ン
ダ

東
イ
ン
ド
会
社
平
戸
商
館
長
宛
書
簡
（
一
六
一
五
年
六
月
一
一
日
付 

京
都
発
信
（

に
お
い
て
︑
秀
頼
が
切
腹
し
た
と
報
じ
て
い
る（

（（（
（

︒
そ
の
一
方
で
ク
ラ
ッ
ソ
と
同

時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
人
ア
ル
ノ
ル
ド
ゥ
ス
・
モ
ン
タ
ー
ヌ
ス
（Arnoldus M

ontanus, 

一
六
二
五
︱
一
六
八
三
（
の
著
書
﹃
東
イ
ン
ド
会
社
遣
日
使
節
紀
行（

（（（
（

﹄
が
載
せ
る

﹁
大
坂
の
陣
﹂
の
記
述
に
は
︑
イ
エ
ズ
ス
会
の
日
本
情
報
に
拠
り
つ
つ
も
︑
イ
エ

ズ
ス
会
の
情
報
と
は
異
な
り
︑
秀
頼
た
ち
は
焼
死
し
た
と
論
じ
る
︒
ド
イ
ツ
の

博
物
学
者
エ
ラ
ス
ム
ス
・
フ
ラ
ン
シ
シ
（Erasm

us Francisci, 

一
六
二
七
︱
一
六
九

四
（
も
︑﹃
海
外
諸
国
歴
史
芸
術
風
俗
新
鏡
﹄
で
大
坂
の
陣
を
取
り
上
げ
︑
モ
ン

タ
ー
ヌ
ス
同
様
に
秀
頼
焼
死
説
を
唱
え
て
い
る（

（（（
（

︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
イ
エ
ズ
ス
会
経
由
の
情
報
を
採
用
し
て
﹁
大
坂
の
陣
﹂
を
記

述
し
︑
秀
頼
が
生
き
延
び
た
と
断
じ
て
い
る
も
の
の
︑
出
版
さ
れ
て
い
な
い
書

簡
史
料
も
含
め
︑
同
時
代
史
料
で
は
︑
焼
死
説
・
生
存
説
の
両
論
併
記
︑
あ
る

い
は
生
存
説
︑
切
腹
説
︑
焼
死
説
な
ど
︑
様
々
な
説
が
入
り
乱
れ
て
記
載
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
る
と
︑
一
七
世
紀
初
頭
の

オ
ラ
ン
ダ
人
︑
イ
ギ
リ
ス
人
の
来
日
以
降
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
情
報

の
入
手
方
法
が
︑
従
前
の
イ
エ
ズ
ス
会
を
は
じ
め
と
し
た
宣
教
師
経
由
一
択
で

は
な
く
な
っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
く
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ
の
﹁
関
ヶ
原
の

合
戦
﹂
と
﹁
大
坂
の
陣
﹂
の
記
述
を
取
り
巻
く
日
本
情
報
の
背
景
に
は
︑
情
報

の
質
的
な
変
化
が
あ
っ
た
︒
ま
た
一
七
世
紀
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
版
界
で

は
︑
こ
の
よ
う
な
意
図
的
な
情
報
の
取
捨
選
択
は
珍
し
く
な
く
︑
異
文
化
イ

メ
ー
ジ
も
実
際
の
も
の
と
は
少
し
ず
つ
ず
れ
て
い
く
こ
と
も
よ
く
生
じ
て
い
た

の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
引
い
た
秀
頼
生
存
説
は
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
が
﹁
大
坂
の
陣
﹂
を
書
く
に
あ
た
り
秀
頼
生
存
説
を
採
用
し
た
背

景
か
ら
は
︑
本
稿
冒
頭
で
簡
単
に
記
し
た
ク
ラ
ッ
ソ
と
文
芸
共
和
国
の
関
係
︑

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を
基
盤
と
し
た
文
芸
共
和
国
と
い
う
緩
や
か
な
知
識

の
紐
帯
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
た
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
異
文
化
受
容
の
特
徴
の
一
つ
を

さ
え
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
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第
四
節
　
ク 

ラ
ッ
ソ
は
徳
川
家
康
を
ど
う
記
述
し
た
か 

―
―
幽
冥
よ
り
行
く
末
を
見
守
り
し
武
将
へ
捧
げ
ら
れ
る
賛
辞

　
権
力
基
盤
構
築
の
総
仕
上
げ
と
し
て
︑
大
坂
の
陣
を
制
し
た
家
康
︒
本
節
で

は
最
晩
年
の
家
康
の
様
子
を
︑
ク
ラ
ッ
ソ
が
ど
の
よ
う
に
咀
嚼
し
︑﹁
家
康
伝

賛
﹂
と
し
て
ま
と
め
上
げ
た
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
︒

　
こ
の
よ
う
な
内
府
も
齢
七
三
を
迎
え
︑
最
期
の
時
が
訪
れ
よ
う
と
し
て

い
た
︒
彼
は
︑
日
本
の
な
か
で
も
っ
と
も
高
い
山
に
埋
め
て
ほ
し
い
と
遺

言
を
残
し
た
︒
内
府
が
宣
う
と
こ
ろ
で
は
︑
異
教
神
の
場
合
︑
当
該
人
物

が
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
崇
め
奉
ら
れ
た
い
が
た
め
に
︑
よ
り
天
に
近
い

場
所
に
居
よ
う
と
す
る
と
の
こ
と
︒
一
六
一
六
年
︑
内
府
は
逝
去
し
た
︒

　
内
府
は
中
肉
中
背
で
︑
ふ
く
よ
か
な
顔
立
ち
で
は
あ
っ
た
が
︑
そ
の
眼

差
し
は
陰
気
だ
っ
た
︒
ま
た
︑
徳（

（（（
（

こ
そ
備
え
て
い
た
も
の
の
︑
そ
れ
を
上

回
ら
な
い
程
度
に
︑
悪
徳
︑
野
望
︑
鷹
揚
さ
︑
慎
ま
し
さ
︑
狡
猾
さ
も
垣

間
見
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
内
府
は
軍
事
力
と
い
う
よ
り
も
顧
問
団
を
抱

え
る
こ
と
で
︑
よ
り
優
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
て
お
り
︑
異
教
神
ら
に
信

仰
を
示
す
一
方
で
︑
そ
れ
ら
を
冷
や
か
す
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
内
府

は
﹁
帝
権
﹂
と
い
う
賜
物
と
と
も
に
︑﹁
跡
目
諍
い
﹂
と
い
う
置
き
土
産
も

残
し
て
︑
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
っ
た（

（（（
（

︒

　
当
該
箇
所
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
言
葉
で
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
バ

ル
ト
リ
の
八
三
八
~
八
三
九
頁（
（（1
（

に
典
拠
が
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
家
康
の
人
格
を

表
す
形
容
に
つ
い
て
は
︑
詳
し
い
典
拠
は
定
か
で
は
な
く
︑
ク
ラ
ッ
ソ
自
身
の

解
釈
を
基
に
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
秀
吉
の
場
合
と
同
様
︑
肯
定
的
な

見
解
は
少
な
い
が
︑
支
配
者
・
権
力
者
に
必
要
な
資
質
を
家
康
が
全
て
備
え
て

い
る
と
い
う
記
述
で
も
あ
る
︒﹃
君
主
論
﹄
で
マ
キ
ャ
ベ
リ
は
︑﹁
鷹
揚
さ
と
吝

嗇
さ
に
つ
い
て
﹂
や
善
悪
の
使
い
分
け
等
︑
人
心
掌
握
や
国
家
運
営
に
際
し
て

の
冷
静
な
判
断
の
必
要
性
を
論
じ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ

の
家
康
評
に
も
マ
キ
ャ
ベ
リ
に
近
い
も
の
が
あ
る
︒
徳
川
家
康
を
め
ぐ
る
全
体

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
通
し
て
︑
ク
ラ
ッ
ソ
は
支
配
者
に
必
要
な
素
養
は
何
か
︑
を

伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

　﹁
家
康
伝
賛
﹂
も
ま
た
﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
と
同
様
に
︑
二
つ
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る

賛
辞
に
よ
り
締
め
く
く
ら
れ
る
︒

聖
ヤ
コ
ブ
騎
士
団
員
　
カ
ル
ロ
・
ア
ン
ド
レ
ア
・
シ
ニ
バ
ル
デ
ィ
作

帝
権
の
み
な
ら
ず
︑
強
大
な
る
武
力
を
以
て
磨
か
れ
し
内
府
様
︑
ク
ル
サ

ス
の
猛
々
し
き
戦
士
た
ち
を
一
蹴
せ
む
︒

正
統
な
る
後
継
者
︑
そ
し
て
従
順
な
る
王
た
ち
を
も
な
ぎ
倒
し
︑
反
駁
者

の
首
を
刎
ね
︑
最
も
近
し
き
武
将
ら
を
掌
握
す
︒

信
じ
易
き
彼
の
者
は
︑
一
神
︑
否
︑
数
多
の
神
々
道
づ
れ
に
︑
彼
我
の
神

官
葬
ら
む
︒

思
慮
深
く
も
狡
知
に
長
け
た
内
府
様
︑
そ
の
剛
毅
も
勝
る
と
も
劣
ら
ず
︒
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彼
の
如
き
数
多
の
不
備
も
い
や
増
せ
ど
︑
彼
の
者
と
し
て
み
れ
ば
︑
斯
様

に
倣
う
も
好
都
合
︒

﹁
我
死
な
ば
︑
揺
る
ぐ
こ
と
な
き
泰
山
に
︑
埋
葬
せ
よ
﹂
と
命
じ
た
り
︒

彼
の
者
は
︑
天
の
果
て
の
者
な
れ
ど
︑
極
め
て
近
き
所
に
お
ら
む
︒

愚
者
を
し
て
︑
斯
く
の
如
き
に
︑
気
付
く
こ
と
な
し
︒﹁
オ
リ
ン
ポ
ス
山
は

肉
体
に
依
り
て
登
る
に
非
ず
︒
無
垢
の
精
神
︑
か
つ
慈
悲
深
き
魂
に
よ
り
︑

上
り
詰
め
る
も
の
な
り（

（（（
（

︒﹂

市
民
法
学
者
　
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
ク
ラ
ッ
ソ
作

敏
き
魂
持
つ
貴
人
︑
高
き
山
の
頂
の
︑
麓
に
お
い
て
︑
陵
墓
築
造
命
じ
た

り
︒

野
蛮
な
り
し
内
府
様
︑
死
し
て
な
お
︑
天
と
神
と
に
比
す
れ
ど
も
︑
近
し

き
と
こ
ろ
に
お
わ
す
な
り
︒

而
し
て
︑
彼
の
治
め
る
蛮
国
は
︑
開
か
れ
た
る
も
︑
よ
り
醜
く
も
あ
り（

（（（
（

︒

　
秀
吉
に
捧
げ
た
賛
辞
を
記
し
た
詩
人
二
人
が
︑
家
康
の
賛
辞
も
詠
ん
で
い
る
︒

秀
吉
の
場
合
と
同
様
︑
家
康
の
特
徴
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
︑
つ
ま
り
︑
善
悪
に
惑
わ

さ
れ
ず
︑
冷
静
さ
と
果
断
さ
を
持
ち
合
わ
せ
た
支
配
者
で
あ
る
こ
と
︑
山
へ
の

埋
葬
を
遺
言
と
し
た
こ
と
を
小
気
味
よ
い
テ
ン
ポ
で
伝
え
︑
読
者
に
家
康
の
イ

メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
﹁
家
康
伝
賛
﹂
は
結
ば
れ
る
の
で
あ
っ
た
︒

第
五
節
　
家
康
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が
る
ク
ラ
ッ
ソ
の
思
想
と
は
何
か

　
本
章
で
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
﹁
家
康
伝
賛
﹂
は
︑﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
と
同
様
に
︑
評

伝
の
主
人
公
の
特
徴
を
よ
り
際
立
た
せ
る
た
め
に
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
求
め
て
い
た

人
物
像
へ
と
典
拠
史
料
の
記
述
内
容
が
改
変
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
論

じ
て
き
た
︒
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑
秀
吉
の
場
合
と
同
様
に
﹁
偽
り
と
欺
瞞
﹂︑﹁
本
音

と
建
て
前
﹂
と
い
っ
た
一
七
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
政
治
思
想
や
統
治
術
の
文
脈
か

ら
の
君
主
像
を
︑
家
康
と
い
う
事
例
を
通
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

バ
ル
ト
リ
も
ゲ
レ
イ
ロ
も
︑
そ
し
て
ピ
ネ
イ
ロ
も
イ
エ
ズ
ス
会
の
活
動
報
告
の

域
で
の
家
康
紹
介
に
過
ぎ
ず
︑
武
将
と
し
て
の
人
と
な
り
な
ど
ク
ラ
ッ
ソ
の
求

め
て
い
る
情
報
全
て
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
︒﹁
家
康
伝
賛
﹂
で
度
々
見
受

け
ら
れ
た
の
が
︑
典
拠
が
不
明
の
箇
所
で
あ
っ
た
︒
限
ら
れ
た
紙
面
の
な
か
で

ク
ラ
ッ
ソ
な
り
の
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
︑﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
以
上

に
﹁
家
康
伝
賛
﹂
が
︑
よ
り
濃
密
な
ク
ラ
ッ
ソ
の
言
葉
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
︒

　﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
で
は
︑
ク
ラ
ッ
ソ
に
よ
る
﹁
奇
想
天
外
な
君
主
と
い
う
驚
異
へ

の
眼
差
し
﹂
が
発
す
る
熱
量
の
多
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
感
が
あ
っ
た
が
︑﹁
家
康
伝

賛
﹂
は
︑
対
照
的
に
冷
静
沈
着
な
指
南
書
的
な
色
合
い
が
強
い
︒
家
康
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
統
治
術
︑
政
治
交
渉
術
に
お
け
る
実
践
例
を
紹
介
し
て
い
く
形
を

と
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

　
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑﹁
徳
こ
そ
備
え
て
い
た
も
の
の
︑
そ
れ
を
上
回
ら
な
い
程
度
に
︑

悪
徳
︑
野
望
︑
鷹
揚
さ
︑
慎
ま
し
さ
︑
狡
猾
さ
も
垣
間
見
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
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内
府
は
軍
事
力
と
い
う
よ
り
も
顧
問
団
を
抱
え
る
こ
と
で
︑
よ
り
優
位
に
立
つ

こ
と
が
で
き
て
お
り
︙
﹂
と
書
く
︒
上
記
の
よ
う
な
能
力
と
性
格
を
以
て
︑
石

田
三
成
襲
撃
事
件
と
関
ケ
原
合
戦
を
最
小
戦
力
で
︑
大
坂
の
陣
を
老
獪
さ
で
︑

そ
れ
ぞ
れ
乗
り
越
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
と
比
べ
て
華
や

か
さ
を
欠
く
が
︑
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
教
科
書
に
載
る
よ
う
な
典
型
的

君
主
で
あ
っ
た
﹁
家
康
伝
賛
﹂
に
目
を
通
し
た
読
者
は
︑
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
に

も
自
分
た
ち
が
抱
く
よ
う
な
君
主
像
を
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
目
の
当
た
り
に
し
︑

驚
異
と
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

　
統
治
に
お
い
て
何
ら
か
の
功
績
を
残
し
た
人
物
こ
そ
が
人
物
伝
に
は
記
載
さ

れ
る
︒
志
半
ば
で
斃
れ
た
織
田
信
長
は
︑
貧
民
か
ら
の
し
あ
が
っ
た
秀
吉
や
︑

安
定
し
た
政
治
基
盤
を
築
き
上
げ
た
家
康
と
比
較
す
る
と
︑
見
る
べ
き
も
の
が

少
な
か
っ
た
が
故
に
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

お
そ
ら
く
ク
ラ
ッ
ソ
が
信
長
を
外
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
︑
と
い
う

思
い
に
さ
え
行
き
着
く
︒﹁
秀
吉
伝
賛
﹂﹁
家
康
伝
賛
﹂
を
論
じ
終
え
た
い
ま
︑

ク
ラ
ッ
ソ
の
人
物
選
定
の
見
事
さ
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
︑
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ク
ラ
ッ
ソ
が
著
し
た
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
が
描

く
︑
秀
吉
と
家
康
に
関
わ
る
記
述
を
﹁
驚
異
﹂
と
い
う
視
点
に
力
点
を
置
い
て

論
じ
て
き
た
︒

　
当
該
書
で
の
秀
吉
・
家
康
の
記
述
は
︑
イ
エ
ズ
ス
会
関
連
図
書
で
あ
る
︑

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ゲ
レ
イ
ロ
編
﹃
イ
エ
ズ
ス
会
一
六
〇
〇
︱
一
六
〇
一
年
ア
ジ

ア
・
日
本
報
告
集
﹄︑
ダ
ニ
エ
ロ
・
バ
ル
ト
リ
編
﹃
イ
エ
ズ
ス
会
ア
ジ
ア
布
教
史
　

第
二
部
　
日
本
編
﹄︑
ル
イ
ス
・
ピ
ネ
イ
ロ
編
﹃
日
本
キ
リ
ス
ト
教
諸
事
報
告
﹄

な
ど
を
主
た
る
典
拠
に
し
て
大
枠
を
設
定
し
︑
不
足
情
報
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
書

簡
集
な
ど
か
ら
の
引
用
で
補
っ
て
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒

ク
ラ
ッ
ソ
が
情
報
を
追
い
求
め
る
よ
り
も
︑
自
ら
の
解
釈
と
自
ら
が
求
め
る
物

語
の
方
向
性
に
沿
っ
て
︑
叙
述
を
進
め
る
作
業
を
も
行
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
得
た
と
思
う
︒
イ
エ
ズ
ス
会
の
報
告
書
と
い
う
史
書
を
中
心
に
据
え
な

が
ら
も
︑
ク
ラ
ッ
ソ
の
文
才
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
書
か
れ
た
﹃
著
名
武
将

伝
賛
﹄
は
︑
文
学
作
品
に
な
り
得
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
︒

　
本
稿
を
振
り
返
り
つ
つ
記
す
な
ら
ば
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
で
の
秀
吉
と
家
康

の
評
伝
を
通
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
︒﹁
秀
吉
伝
賛
﹂
で
は
︑
統
治
者
︑
武
将
と
し
て
の
資
質
を
備
え
る
も
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
認
め
ら
れ
な
い
奇
想
天
外
な
生
涯
を
送
っ
た
人
物
と
し
て
秀

吉
を
取
り
上
げ
︑
一
方
﹁
家
康
伝
賛
﹂
に
は
︑
現
実
と
向
き
合
い
粛
々
と
判
断

を
下
し
て
い
く
統
治
者
の
姿
︑
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
理
想
と
さ
れ
た
統
治

者
像
を
提
示
し
︑
非
西
欧
社
会
に
も
そ
う
い
う
統
治
者
が
い
た
こ
と
を
紹
介
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
秀
吉
︑
家
康
双
方
か
ら
︑
ベ
ク
ト
ル
が
異
な
る
︑
意
外
性
に
富
ん
だ
﹁
驚
異
﹂

へ
の
眼
差
し
が
読
み
手
へ
向
け
ら
れ
る
仕
組
み
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
秀
吉
と
家
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康
の
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述
に
は
出
自
の
貴
賤
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
著

述
の
中
で
統
治
者
と
し
て
の
魅
力
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
貴
賤
は

も
は
や
﹁
記
号
﹂
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
︒﹁
驚
異
﹂
の
み
読
み
手
の
こ

こ
ろ
に
強
く
届
く
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
秀
吉
と
家
康
が
織
り
な
す
様
々
な
対

称
に
よ
り
︑
提
示
さ
れ
る
﹁
驚
異
﹂
は
よ
り
増
幅
さ
れ
て
い
く
︒
ナ
ポ
リ
随
一

の
文
筆
家
だ
っ
た
ク
ラ
ッ
ソ
は
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
に
秀
吉
と
家
康
を
配
す
る

こ
と
で
︑
洋
の
東
西
を
超
え
て
存
在
す
る
類
ま
れ
な
政
治
手
腕
と
い
う
﹁
驚

異
﹂
に
時
空
を
超
え
て
賛
辞
を
捧
げ
て
い
た
の
で
あ
る
︑
と
結
ん
で
よ
か
ろ
う
︒

註（
（
（ Lorenzo C

rasso,  Elogii di capitani illvstri scritti da Lorenzo Crasso napoletano Barone di 

Pianura. Venezia, presso C
om

bi, e Là N
où, （（（（ . （

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
（

（
（
（ 

ピ
ア
ヌ
ー
ラ
は
ナ
ポ
リ
に
西
方
に
位
置
す
る
町
︒

（
（
（ 

北
原
敦
編
﹃
イ
タ
リ
ア
史
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︑
二
九
一
︱
二
九
四
頁
︒

（
（
（ 

同
右
︑
二
九
四
頁
︒

（
（
（ 

同
右
︑
二
九
五
︱
二
九
六
頁
︒

（
（
（ Benedetto C

roce, G
iuseppe G

alasso 

（a cura di

（, Storia dell’età barocca in Italia, 

M
ilano, Adelphi edizioni, （（（（ . pp. （（（ –（（（ .

（
（
（ Biografia universale antica e m

oderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e 

privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Vol. 

X
V

I. Venezia, G
io. Battista M

issiaglia, （（（（ . pp. （（ –（（ .

（
（
（ Ibid., p. （（ .

（
（
（ M

ichele G
iustiani, Lettere m

em
orabilia dell’ Abbate M

ichele G
iusitiniani vol. 1–3., 

Rom
a, N

icolʼ Angelo Tinassi, （（（（ –（（（（ .

（
（1
（ Ibid. vol. 2., pp. （（（ –（（（ .

（
（（
（ Ibid. vol. 1., pp. （（（ –（（（ .

（
（（
（ 

カ
ン
パ
ニ
ョ
ー
ラ
︐
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
﹁「
文
芸
共
和
国
」
の
分
断
︱
︱
学
問
の
共
同

体
に
お
け
る
制
度
と
個
人
﹂︑
岡
田
温
司
研
究
室
編
﹃
デ
ィ
ア
フ
ァ
ネ
ー
ス
︱
︱
芸
術
と

思
想
﹄︑
二
〇
一
四
年
︑
五
二
頁
︒

（
（（
（ 

同
右
︑
五
二
頁
︒
ベ
イ
ル
は
︑
一
六
九
七
年
に
出
版
し
た
﹃
歴
史
批
評
辞
典
﹄
に
お

い
て
日
本
に
関
す
る
記
述
を
数
多
く
掲
載
し
て
い
る
︒Pierre Bayle,  D

ictionaire 

historique et critique. （ vols. Rotterdam
, chez Reinier Leers, （（（（ . 

な
お
︑
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
一
七
二
〇
年
版
（（ vols, Rotterdam

, C
hez M

ichel Bohm
, 

（（（1

（
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
関
係
記
述
は
︑
一
七
二
〇
年
版
の
一
五
三
二
︱
一

五
三
四
頁
を
参
照
︒

（
（（
（ Ibid, Lettere m

em
orabilia dell’ Abbate M

ichele G
iusitiniani vol. 1., p. （（（ .

（
（（
（ Pom

pilio Totti, Ritratti et elogii di capitani illustri, Rom
a, Andrea Fei, （（（（ .

（
（（
（ 

﹁
読
者
へ
の
辞
﹂
の
末
尾
で
は
︑﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
第
二
巻
執
筆
へ
の
意
欲
も
示
し

て
お
り
︑
伝
賛
計
画
の
熱
意
を
知
る
よ
す
が
と
な
っ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

ジ
ョ
ー
ヴ
ィ
オ
の
略
伝
︑
業
績
︑
著
作
概
要
に
つ
い
て
は
︑
下
記
参
考
文
献
を
参
照

し
た
︒

 

和
田
咲
子
﹁
十
六
世
紀
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
の
肖
像
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂︑
長
田
謙
一
編

﹃
収
集
・
展
示
:︿
も
の
﹀
か
ら
︿
美
術
﹀
へ
:
平
成
（（
年
度
~
（（
年
度
（
社
会
文
化
科

学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書 

第
四
四
集
（﹄︑
千
葉
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科

学
研
究
科
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
︱
三
頁
︒

（
（（
（ Traiano Boccalini （（（（（ –（（（（

（︑
イ
タ
リ
ア
人
著
述
家
︒

（
（（
（ m

s E.V
I.（（ , nr. （（ . G

enova, Biblioteca U
niversitaria.

（
（1
（ 
同
時
代
の
他
の
テ
キ
ス
ト
に
目
を
向
け
て
み
る
と
︑
大
ま
か
な
見
当
だ
け
は
つ
け
ら

れ
る
︒
ク
ラ
ッ
ソ
の
同
時
代
人
で
︑
ナ
ポ
リ
を
中
心
に
活
躍
し
た
著
述
家
ド
メ
ニ
コ
・

ア
ン
ト
ニ
オ
・
パ
ッ
リ
ー
ノ
（D

om
enico Antonio Parrino, 

一
六
四
二
︱
一
七
一
六
（
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に
よ
る
一
六
九
四
年
の
著
作
﹃
ナ
ポ
リ
王
国
副
王
伝
﹄
で
は
︑
ナ
ポ
リ
王
国
副
王
の
オ

ニ
ェ
ー
テ
伯
イ
ニ
ー
ゴ
・
ヴ
ェ
レ
ス
・
デ
・
ゲ
ヴ
ァ
ラ
（Iñigo Vélez de G

uevara, 

一
五

九
七
︱
一
六
五
八
（
の
評
伝
と
と
も
に
肖
像
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒﹃
著
名
武
将
伝

賛
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
秀
吉
と
﹃
ナ
ポ
リ
王
国
副
王
伝
﹄
の
オ
ニ
ェ
ー
テ
伯
を
比
較

し
て
み
る
と
鼻
の
形
や
角
度
︑
と
り
わ
け
目
に
お
い
て
類
似
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒﹃
ナ
ポ
リ
王
国
副
王
伝
﹄
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
は
︑﹁
王
宮
の
通
廊
の
一
つ
を
装

飾
し
た
者
た
ち
の
手
に
よ
り
︑
銅
版
画
に
よ
る
副
王
の
肖
像
画
が
制
作
さ
れ
た
︒﹂
と
明

記
さ
れ
て
お
り
︑
歴
史
に
名
を
残
す
こ
と
の
な
か
っ
た
︑
工
房
の
職
人
ら
の
手
に
よ
っ

て
︑
当
該
肖
像
画
が
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
︑
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

（
（（
（ Fernão G

uerreiro, Relaçam
 annal das cousas que fizeram

 os padres da com
panhia de Jesus 

na India &
 Iapão nos annos de 600. &

 601. &
 do processo conversaõ, &

 C
hristiandade da 

quellas partes: tirada das cartas gêraes que de lâ vierão pello padre Fernão G
uerreiro da 

C
om

panhia de Jesus. Evora, M
anoel de Lyra, （（1（ . 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に

は
︑
一
六
〇
四
年
に
出
版
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
語
版
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ D

aniello Bartoli, D
ell’historia della C

om
pagnia di G

iesu Il G
iappone seconda parte 

dell’Asia descritta dal P. D
aniello Bartoli della m

edesim
a C

om
pagnia. Rom

a, Stam
peria 

dʼ Igtatio deʼ  Lazzeri, （（（1 . 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
︑
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の

Stam
peria di Benedetto G

uasco

よ
り
一
六
五
六
年
に
出
版
さ
れ
た
第
一
部
が
収
蔵
さ
れ

て
い
る
︒

（
（（
（ 

当
然
な
が
ら
ク
ラ
ッ
ソ
は
バ
ル
ト
リ
だ
け
を
読
み
︑
ゲ
レ
イ
ロ
を
参
照
し
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
︒

（
（（
（ Fasciba C

ichidono

（
（（
（ Il Regno di M

ino

（
（（
（ Iro

（
（（
（ neʼ  rischi il prim

o

（
（（
（ N

obunanga

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, pp. （ –（ . “ Q

Vesti è Taicosam
a, quel grande Im

perador del 

G
iappone, che seʼ l consideriam

o prim
a del Principato, pieno più di virtù, che di vizi, e 

dopo il Principato più di vizi, che di virtù, possiam
 dirlo H

uom
o certam

ente degno 

dʼ Im
perio, se non hauesse im

perato. N
acque Taicosam

a, prim
ieram

ente appellato 

Fasciba C
ichidono, nel R

egno di M
ino, di vil sangue, più pouero dʼ vn Iro, appena 

hauendo per coprir le nude carni vna stuoia; onde per com
perare il cibo, solea vender 

legna nella C
ittà, portate sù le spalle daʼ  boschi: Annoiato dalla pouertà, daʼ  villerecci 

esercizi, lasciò la scure, e pigliò la spada, e superando con lʼ anim
o grande la bassa 

nascita, andò a m
ilitare nella guerra del Rè di M

ino. Senza tim
or di m

orte, neʼ  rischi il 

prim
o, aprissi nelle battaglie am

pia strada agli onori, alla G
loria. R

iceuuto dal Rè; m
a 

più dal suo valore, il titolo di C
apitano, con prosperosa fortuna arriuò ad esser 

G
enerale di N

obunanga Im
perador del G

iappone.”

（
（1
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu,  p. （（（ . “ Fasciba dunque C

ichidono, 

naturale del Regno di M
ino, fu per origine, di finissim

o sangue plebeio; e cam
paua sua 

vita facendo legna al bosco, e recandone i fasci in ispalla a vendere nella città: vesito, o 

piu tosto am
m

agliato in vna stuoia, poiche altro non hauea con che nasconder le carni, 

e ripararsi dal freddo; ed egli poi solea raccordarlo, prouando, che douea tutto alla sua 

virtù, niente alla fortuna. Era piccolo di persona, etiandio fra G
iapponesi, che poco 

sʼ alzano in istatura: m
a com

presso, e m
em

bruto, da reggere a ogni fatica; e in vna m
ano 

hauea sei dita. D
i fattezze in volto sozzissim

e, e horribili a vedere, tal che appunto 

pareua scoppiato da vna quercia, e huom
o saluatico, senon che hauea poca barba: e gli 

occhi bruttam
ente sporti in fuori. Annoiaco di quel suo m

estiere, di fare, e vendere 

legna, cam
biò vita, e tutto insiem

e fortuna: peroche, passato dalla scure alla spada, 

soldato in seruigio del R
e di M

ino, com
e era huom

o di gran forze, e di gran cuore, 

colà, doue le battaglie si conducono piu che altram
ente, al m

enar delle scim
itarre, fece 

della sua persona m
arauiglie, é com

inciò a m
ontare a salti, dallʼ im

o al som
m

o de gli 

honori, e deʼ  carichi in guerra. C
apitano, condottiere dʼ esercito, G

enerale dellʼ arm
i di 

N
obunanga:”

﹁
美
濃
出
身
の
羽
柴
筑
前
殿
は
︑
元
々
は
平
民
の
な
か
で
も
高
貴
な
血
筋
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の
出
で
あ
っ
た
が
︑
森
で
拾
っ
た
薪
を
束
に
し
て
︑
そ
れ
を
担
い
で
街
で
売
り
歩
き
︑
露

命
を
つ
な
い
で
い
た
︒
身
に
着
け
て
い
る
衣
服
は
︑
細
い
紐
で
結
わ
え
た
だ
け
の
一
枚

の
筵
と
い
っ
た
有
様
で
︑
肉
体
を
隠
し
た
り
︑
寒
さ
か
ら
身
を
守
る
術
を
他
に
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
か
っ
た
︒
彼
に
は
そ
う
し
た
こ
と
を
結
び
付
け
て
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑

運
は
全
く
の
無
意
味
で
︑
力
こ
そ
が
全
て
で
あ
る
と
確
信
を
深
め
て
い
く
よ
う
に
な
っ

た
︒
背
丈
が
低
い
日
本
人
の
な
か
で
も
︑
彼
は
小
柄
な
体
格
で
は
あ
っ
た
も
の
の
︑

数
々
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
だ
け
あ
っ
て
︑
そ
の
体
躯
は
引
き
締
ま
り
︑
手
足
も

が
っ
し
り
し
て
い
た
︒
片
方
の
手
に
は
六
本
の
指
が
あ
っ
た
︒
顔
つ
き
の
中
で
も
目
鼻

立
ち
は
︑
見
た
目
で
い
う
と
こ
ろ
︑
汚
ら
し
く
て
︑
お
ぞ
ま
し
く
す
ら
あ
っ
た
︒
そ
う

し
た
こ
と
故
に
︑
彼
の
出
で
立
ち
は
︑
ま
さ
に
樫
木
か
ら
割
っ
て
出
て
き
た
よ
う
で
あ

り
︑
少
し
だ
け
髭
を
た
く
わ
え
て
い
た
も
の
の
︑
田
舎
者
そ
の
も
の
に
し
か
見
え
な

か
っ
た
︒
彼
の
醜
い
両
目
は
︑
外
側
に
は
み
出
し
て
い
た
︒
拾
っ
た
薪
を
売
る
生
業
に

嫌
気
が
さ
し
た
彼
は
︑
自
ら
の
人
生
も
運
命
も
す
べ
て
を
一
変
さ
せ
た
︒
と
い
う
の
も
︑

斧
を
剣
に
持
ち
替
え
︑
偉
大
な
権
力
と
胆
力
を
持
ち
合
わ
せ
た
美
濃
の
王
の
も
と
で
軍

務
に
就
く
と
︑
刀
を
振
り
ま
わ
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
と
命
じ
ら
れ
る
数
々
の
戦
場

で
︑
目
覚
ま
し
い
働
き
を
見
せ
た
の
で
あ
る
︒
す
る
と
貧
民
か
ら
栄
光
と
軍
役
の
頂
点

へ
と
一
足
飛
び
に
駆
け
上
が
り
始
め
︑
武
将
︑
す
な
わ
ち
軍
指
揮
官
︑
信
長
軍
の
将
軍

に
ま
で
登
り
つ
め
た
の
で
あ
る
︒﹂

（
（（
（ Luis Frois,  Literae Annvae Iaponenses Anni 1591 Et 1592, C

oloniae A
grippinae, 

H
enricum

 Falckenburg, （（（（ , p. （ . “ N
eque enim

 ei satis est ad fastigium
 om

nis 

dignitatis conscendisse, ex abiectissim
o vitæ statu, qui erat, secare ligna, hum

erisque ea 

in forum
 deferre, venum

que exponere, vt haberet panem
 quotidianum

”

﹁
関
白
殿
は
︑

か
つ
て
は
木
を
伐
り
︑
そ
れ
を
か
た
に
背
負
っ
て
町
へ
運
び
︑
そ
れ
を
売
っ
て
毎
日
の

糧
を
得
て
い
た
ほ
ど
の
ひ
ど
く
卑
賎
な
身
分
か
ら
全
権
力
へ
の
高
座
へ
と
登
っ
た
﹂（
松

田
毅
一
監
訳
﹃
十
六
・
十
七
世
紀
　
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
　
第
一
期
第
一
巻
﹄
同

朋
舎
出
版
︑
一
九
八
七
年
︑
二
〇
六
頁
（︒
当
該
年
報
はD

e rebus Japonicis, Indicis, et 

Pervanis epistolæ recentiores.

（John H
ay, AN

T
V

ER
PIAE, Ex O

ffi
cina M

artini N
utij, ad 

insigne duarum
 C

iconiarum
, （（1（ , 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
（
に
も
所
収
さ

れ
て
い
る
︒

（
（（
（ Am

angucci

（
（（
（ M

oridono

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ N

ellʼ aspra guerra di N
obunanga con M

oridono 

R
édʼ A

m
angucci, m

ostrandosi or prudente nella tardanza, or sagace nella celerità 

dellʼ im
prese, tante vittorie ottenne, quante furon battaglie, e tor seppe à M

oridono 

cinque R
egni di tredici, che nʼ hauea. M

orto infelicem
ente N

obunanga, seguitò con 

occulti fini la G
uerra contro il R

è dʼ A
m

angucci, accioche sù le rouine di questi 

fabbricar potesse più facilm
ente la gran m

acchina del Principato, e così auuenne, 

perche il costrinse alla pace, e à rendergli tributo, e questo fù il principio della sua vasta 

grandezza.”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu,  p. （（（ . “ :e per lui era in battaglia con 

Achino M
oridono Re dʼ Am

angucci; e di tredici Regni, cinque già ne hauea conquistati, 

e daua su gli altri, quando gli venner corrieri collʼ annuncio della m
orte di 

N
obúnanga.”

﹁
信
長
の
訃
報
が
彼
の
も
と
に
舞
い
込
ん
だ
時
︑
山
口
王
︑
安
芸
の
毛
利

殿
と
の
戦
い
の
な
か
に
あ
り
︑
多
方
面
と
も
対
峙
し
な
が
ら
︑
毛
利
殿
が
領
有
す
る
一

三
ヶ
国
の
う
ち
五
ヶ
国
を
既
に
攻
め
落
と
し
て
い
た
︒﹂

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu,  pp. （（（ –（（（ . “ m

entre era tutto in vincere 

per N
obunanga, era anche tutto in pensare, com

e di poi vincere N
obunanga. É fu ben 

tratto da quel sauio huom
o chʼ egli era, m

a sauio alla G
iapponese, cioè tutto arte, e 

sim
ulatione, da fingersi quel che non era, il non accorrere a M

eaco subito che ne intese 

la m
orte di N

obunanga. A
nzi, si diè a fare piu che m

ai grandi m
ostre, di volersi 

rim
anere in Farim

a, a proseguirui la guerra, sino a m
ettere in vltim

a distruttione il Re 

dʼ Am
angucci: con la quale apparenza, in pochi dì il condusse a quel che solo hauea in 

disegno, di costringerlo col tim
ore a venir seco in accordo di pace, e giurarglisi 

tributario degli otto Regni, che gli rim
aneuano franchi.”

﹁
羽
柴
は
信
長
の
た
め
に
勝
利
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を
収
め
る
こ
と
に
全
力
を
注
ぐ
一
方
で
︑
い
か
に
し
て
信
長
を
乗
り
越
え
て
い
く
か
に

つ
い
て
も
︑
必
死
に
考
え
て
い
た
︒
羽
柴
は
賢
人
に
よ
り
︑
良
い
風
に
描
か
れ
る
こ
と

が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
愚
か
者
を
演
じ
き
れ
る
よ
う
な
日
本
的
な
技
術
︑
見
せ
か
け
の
態

度
︑
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
︑
羽
柴
は
賢
明
な
人
物
で
あ
る
と
︒
だ
か
ら
︑
羽
柴
は
信

長
の
訃
報
に
ふ
れ
て
も
︑
一
目
散
に
ミ
ヤ
コ
へ
駆
け
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
む
し
ろ
大
き
く
振
舞
う
よ
う
に
と
努
め
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
山
口

王
を
最
後
ま
で
叩
き
の
め
し
︑
戦
を
完
遂
さ
せ
る
ま
で
播
磨
に
留
ま
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
の
だ
︒
し
か
し
︑
外
面
的
に
は
上
記
の
よ
う
に
見
え
て
い

た
も
の
の
︑
羽
柴
は
一
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
︑
か
ね
て
よ
り
唯
一
画
策
し
て
い
た
行

動
に
打
っ
て
出
た
の
で
あ
る
︒
恐
怖
を
以
て
和
議
を
迫
り
︑
山
口
王
の
領
土
の
ま
ま

だ
っ
た
八
ヶ
国
の
貢
納
義
務
を
山
口
王
に
飲
ま
せ
た
の
だ
︒﹂

（
（（
（ M

eaco

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ M

a perche sapea, che lʼ am
icizie erano il 

sostenim
ento dellʼ Im

perio, am
ò, ò finse dʼ am

ar gli A
m

ici, finche seruironli ad 

aggrandirlo, odiolli poi com
e potenti, per pagar dʼ odio i benefici. Form

idabile aʼ  vicini, 

fam
oso aʼ  lontani, và con poderoso esercito à M

eaco M
etropoli dellʼ Im

perio, spargendo 

fam
a di vendicar la m

orte del suo Im
peradore.”

（
（（
（ 

織
田
信
忠
（
一
五
五
七
︱
一
五
八
二
年
（︒

（
（1
（ 

織
田
秀
信
（
一
五
八
〇
︱
一
六
〇
五
年
（︒

（
（（
（ 

織
田
信
雄
（
一
五
五
八
︱
一
六
三
〇
年
（︒

（
（（
（ la fortezza dʼ Anzuciam

a

（
（（
（ Sancidono: 

織
田
信
孝
（
一
五
五
八
︱
一
五
八
三
年
（︒
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
年
（︑

神
戸
具
盛
（
友
盛
（
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
︒
以
後
は
神
戸
三
七
郎
を
名
乗
っ
て
い
る
︒

（
（（
（ Vocucci: 

羽
柴
秀
勝
（
一
五
六
九
︱
一
五
八
六
年
（︒
幼
名
は
於
次
︑
於
次
丸
︒
天
正

四
年
（
一
五
七
六
年
（︑
羽
柴
秀
吉
の
養
嗣
子
と
な
る
︒

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, pp. （ –（ . “ Per m

ostrar finezza dʼ am
ore, e som

na fedeltà 

verso il real sangue, vuol esser Tutore del picciol fanciullo del Prim
ogenito di 

N
obunanga, eʼ l m

anda nella fortezza dʼ A
nzuciam

a in custodia del Secondogenito, 

H
uom

o pazzo, doue con lui altri fanciulli della sua età sʼ alleuauano: Al terzo, chiam
ato 

Sancidono, dà il Regno di M
ino, e al quarto, nom

inato Vocucci, la speranza della sua 

eredità, adottandolo in figliuolo. C
onoscendo, che i G

randi dellʼ Im
perio tem

on della 

sua potenza, glʼ inganna con lʼ apparenza del ben pubblico, e ordina vna gran pom
pa 

funerea alla m
em

oria di N
obunanga, e finto nellʼ azioni,”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu,  p. （（（ . “ Perciò tutto si diede a nuoui vffi

ci 

di fedeltà, e dʼ am
ore, m

ostrandosi spasim
are del suo N

obunanga, e di volerne 

m
antener nel suo sangue la signoria deʼ  R

egni, che sʼ hauea acquistati: e per farlo, 

sʼ intitolò Tutore del pupillo herede, chʼ era vn fanciullino di tre anni, figliuolo del 

prim
ogenito di N

obunanga, eʼ l m
andò alleuare nella Fortezza dʼ Anzuciam

a, in guardia 

del secondogenito di N
obunanga, scem

o di ceruello, e piu da catena, che da corona. A 

Sanseicidono, il terzo, diè in sua parte il Regno di M
ino; poi gli leuò tutto insiem

e la 

corona, e la testa. Il quarto, per nom
e Vocucci, se lʼ adottò, per non prouederlo com

e 

principe, m
entre finge di volerlo suo herede, com

e figliuolo. Tutte apparenze di pietà, e 

m
ostre di gratitudine alla m

em
oria, e al m

erito di N
obunanga: e allora gli erano 

necessarie, per guadagnarsi lʼ am
ore deʼ  popoli, e dar sem

biante di giustitia alla 

guerra …
:”

﹁
け
れ
ど
も
︑
皆
は
忠
誠
と
愛
に
基
づ
い
た
新
た
な
職
務
に
専
念
す
る
よ
う

に
な
っ
た
︒
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
信
長
へ
の
思
い
︑
信
長
が
獲
得
し
た
国
々

を
彼
の
血
統
の
も
と
で
統
治
し
よ
う
と
す
る
願
望
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑

そ
う
す
る
た
め
に
︑
後
見
人
が
必
要
な
相
続
人
︑
つ
ま
り
信
長
の
長
子
の
三
歳
に
な
っ

た
息
子
で
あ
る
が
︑
そ
の
彼
の
後
見
人
を
︑
羽
柴
は
自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
羽
柴

は
童
子
を
︑
信
長
の
次
子
が
警
護
に
つ
い
て
い
る
安
土
城
へ
と
送
り
︑
そ
こ
で
養
育
す

る
こ
と
し
た
︒
な
お
︑
次
子
は
物
分
か
り
が
良
い
方
で
は
な
く
︑
王
位
に
就
く
と
い
う

よ
り
も
鎖
に
繋
が
れ
て
い
る
方
が
相
応
し
い
人
物
で
あ
っ
た
︒
羽
柴
は
︑
三
子
の
三
七

殿
に
対
し
︑
美
濃
を
彼
の
領
地
と
し
て
与
え
た
の
だ
が
︑
後
に
王
冠
と
頭
も
一
緒
に
三

七
殿
か
ら
全
て
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
於
次
と
い
う
名
の
四
子
に
つ
い
て
は
︑
息
子
の
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よ
う
な
相
続
人
を
欲
す
る
ふ
り
を
す
る
一
方
で
︑
彼
が
君
主
に
な
ら
な
い
よ
う
に
対
策

を
講
じ
︑
羽
柴
は
於
七
を
養
子
と
し
た
の
だ
っ
た
︒
信
長
へ
の
慈
愛
や
︑
信
長
と
の
思

い
出
や
感
謝
の
念
は
︑
す
べ
て
表
向
き
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
秀
吉
に
と
っ
て

こ
れ
ら
は
︑
戦
争
の
大
義
︑
民
心
掌
握
の
た
め
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒﹂

（
（（
（ Id.,  pp. （（（ –（（（ . “ E quanto al debito, che pure hauea con N

obunanga; com
e huom

o 

di coscienza chʼ egli era, ne saldò le partite con lʼ anim
a sua, pagando aʼ  Bonzi del 

M
onistero di M

urazachi, chʼ era vn quarto di lega fuor di M
eaco, dieci m

ila ducati, da 

spendere in celebrargli solennissim
e esequie. Percio, tre m

ila Bonzi si adunarono, 

secondo varie sette, in varie diuise dʼ habito; tutti con dallʼ  vna spalla allʼ altro fianco 

attrauersata vna stola di drappo dʼ oro broccato. D
opo essi, le lor D

ignità, i lor Prelati 

ponteficale, con in m
ano, ciascun di loro, vna corona di pallottole di cristallo. Appresso 

ogni ordine, e grado di nobiltà, fino à Principi e R
e non in gram

aglia, com
e a 

m
ortorio, m

a addobbati alla solennissim
a, com

e ad vna canonizzatione. Finalm
ente, la 

bara, per m
ateria, e per lauoro, cosa a vedere m

aestosissim
a in cui si portaua 

（poiche 

altro non ne rim
ineua

（ la gloriosa m
em

oria di N
obunanga: e le andava innanzi Fasciba 

a piè tutto diuoto, se non che teneua in vna m
ano la scim

itarra di N
obunanga, 

m
ostrandola ignuda, non si sapeua bene se per cerim

onia, o per m
inaccia …

”

﹁
羽
柴
に

は
︑
信
長
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
義
務
が
あ
っ
た
︒
羽
柴
は
分
別
あ
る
人
間
と
し
て
︑
信

長
の
魂
と
の
駆
け
引
き
に
決
着
を
つ
け
た
の
だ
︒
ミ
ヤ
コ
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

離
れ
た
場
所
に
位
置
す
る
紫
の
僧
院
の
坊
主
た
ち
に
︑
一
万
ド
ゥ
カ
ー
ト
払
い
︑
信
長

の
た
め
に
︑
極
め
て
荘
厳
な
葬
儀
を
挙
行
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
葬
儀
で
は
︑
様
々
な
宗

派
︑
様
々
な
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
三
千
人
の
坊
主
た
ち
が
経
を
唱
え
た
︒
ど
の
坊
主
も
︑

金
色
の
錦
で
彩
ら
れ
た
緞
子
の
祭
式
用
ス
ト
ー
ル
を
︑
片
方
の
肩
か
ら
も
う
一
方
の
腰

ま
で
横
切
る
よ
う
に
か
け
て
い
た
︒
彼
ら
の
後
ろ
に
い
る
︑
高
い
地
位
に
あ
る
者
た
ち
︑

司
教
や
教
皇
に
も
値
す
る
高
位
聖
職
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
手
に
し
て
い
る
も
の
は
︑

水
晶
の
小
さ
な
球
で
で
き
た
数
珠
一
つ
で
あ
っ
た
︒
貴
族
た
ち
は
各
自
の
階
級
や
身
分

に
し
た
が
い
続
い
て
お
り
︑
君
主
や
王
で
さ
え
葬
幕
の
な
か
に
入
ら
な
か
っ
た
︒
質
素

な
葬
儀
で
は
あ
っ
た
が
︑
非
常
に
厳
か
に
装
飾
さ
れ
︑
列
聖
式
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
材

料
と
手
間
︑
双
方
の
面
に
お
い
て
︑﹇
信
長
の
﹈
棺
は
限
り
な
い
荘
厳
さ
を
帯
び
て
い
た
︒

（
だ
か
ら
︑
そ
こ
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
（
そ
の
棺
に
は
︑
信
長
へ
の
栄
え
あ
る
追
懐
が

添
え
ら
れ
て
い
た
︒
羽
柴
が
棺
の
前
を
裸
足
で
進
み
︑
参
列
者
た
ち
が
続
い
た
︒
羽
柴

は
信
長
の
刀
を
︑
む
き
出
し
の
ま
ま
片
手
で
持
っ
て
掲
げ
て
い
た
︒
こ
れ
が
︑
儀
礼
的

な
も
の
な
の
か
︑
あ
る
い
は
脅
迫
じ
み
た
も
の
な
の
か
は
︑
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
︒

（
後
略
（﹂

（
（（
（ soldatesca

（
（（
（ il Rè M

oridono

（
（1
（ 

備
前
︑
備
中
︑
美
作
か
︒

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ e per regnar violando ragione, m

ostrasi tutto del 

picciol R
è per priuarlo del tutto. G

uadagnatosi il Popolo con lʼ abbondanza, 

coʼ donatiui lʼ Esercito, e gli altri con la speranza di felice godim
ento, fà inghiottire 

im
prouuisam

ente la seruitù. Fabbrica in M
eaco nuoue Fortezze, altre ne toglie aʼ  

Posseditori, raguna soldatesca confidente, e a queʼ  C
apitani, e Reggitori dellʼ Im

perio, 

giudicati da lui nim
ici, perche nim

ici della sua am
bizione, toglie barbaram

ente la vita. 

C
ostringe il R

è M
oridono a donargli trè R

egni, altri spogliati deʼ  lor D
om

inij, ad 

ardersi viui, a segarsı il ventre, secondo il costum
e giapponese, perche, m

entre pugnano 

separati, son tutti vinti, e tanto opera con loʼ ngegno, e con lʼ arm
i, che nel corso dʼ vn 

anno trouasi di trenta Regni signore, e più tem
uto, che am

ato.”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu,  p. （（（ . “ Esì gli venne fatto, che in brieue 

tem
po, tra per fortuna, e per valore, piantò nuoue Fortezze intorno a M

eaco, e 

conquistò le possedute da gli altri. D
eʼ  suoi auuersari, parte nʼ hebbe aʼ  pie 

supplicheuoli, e renduti alla sua m
ercè: parte presi a forza, condannò ad obbrobriosi 

supplici: oltre a non pochi, etiandio R
e, che condusse a quellʼ vltim

o atto della 

disperatione, e della generosità G
iapponese, di segarsi in croce la pancia, e ardersi m

ezzi 

viui. C
ostrinse M

oridono a donargli tre Regni, se non volea perderne otto. Altri, prim
a 
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che loro li togliesse, glie li donarono. In m
en dʼ vnʼ anno parte dʼ acquisto, e parte di 

spontanea suggettione, nʼ hebbe trenta in signoria. Allora com
inciò a non hauer piu 

bisogno di fingersi am
m

inistratore dellʼ Im
perio, e se ne dichiarò alla scoperta 

padrone.”

﹁
幸
運
と
武
勇
も
相
ま
っ
て
︑
羽
柴
は
短
期
間
の
う
ち
に
ミ
ヤ
コ
の
周
辺
に
新

た
な
城
塞
を
築
き
︑
他
の
者
た
ち
の
領
国
を
侵
略
し
た
︒
羽
柴
と
反
対
の
立
場
に
あ
っ

た
も
の
の
な
か
に
は
︑
慈
悲
と
哀
れ
み
に
訴
え
る
も
の
が
い
れ
ば
︑
力
で
何
と
か
し
よ

う
と
す
る
も
の
も
い
た
︒
羽
柴
は
無
様
に
も
命
乞
い
し
て
き
た
も
の
に
た
い
し
て
罰
を

下
し
た
︒
ま
た
︑
決
し
て
少
な
く
な
い
王
た
ち
が
︑
絶
望
的
で
い
か
に
も
日
本
的
な
高

潔
さ
を
帯
び
た
最
後
の
行
動
に
打
っ
て
出
た
︒
彼
ら
は
腹
を
十
字
に
切
ら
れ
︑
生
き
た

ま
ま
火
炙
り
に
さ
れ
た
︒
羽
柴
は
毛
利
殿
に
三
ヶ
国
を
差
し
出
す
よ
う
に
命
じ
た
の
だ

が
︑
八
ヶ
国
取
り
た
い
と
も
思
っ
て
い
た
︒
他
方
で
羽
柴
が
彼
ら
か
ら
領
国
を
奪
い
取

る
前
に
︑
彼
ら
は
羽
柴
に
領
国
を
差
し
出
し
て
い
た
︒
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
︑
征

服
し
た
国
も
あ
れ
ば
︑
自
発
的
に
恭
順
を
示
す
国
も
あ
り
︑
三
〇
国
を
支
配
下
に
収
め

る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
羽
柴
は
帝
権
の
管
理
者
を
振
舞
う
必
要
が
な
く

な
り
︑
見
出
さ
れ
た
庇
護
者
を
高
ら
か
に
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒﹂

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ D

el （（（（ . sdegnando il nom
e di Fasciba, portato 

con la bassezza deʼ  N
atali, prende quel di C

am
bacù, che significa Arca di tesoro: E 

perche nel G
iappone niun titolo è legitim

o, se noʼ l concede il D
airi, piglia di questi per 

isposa vna parente, e del （（（（ . rinunciando a vn suo N
ipote il titolo di C

am
bacù, 

assum
e lʼ altro di Taicofam

a, che vuol dire Signor suprem
o, nè questo anche 

bastandogli, procura queʼ  titoli, che son douuti a vn D
io.”

（
（（
（ Id.,  Literae Annvae Iaponenses Anni 1591 Et 1592, p. （（ .

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ Per ostentazione di Pietà, dona aʼ  Bonzi del 

M
onistero di M

urazachi, sponitori della falsa Religione deʼ  G
entili m

olto danaio; m
a 

poi, non credendo a vn sol D
io, e burlandosi di m

olti, spezza idoli, arde Tem
pli, e fà 

m
acello de più creduli Bonzi.”

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ Tollera C

hiese, abbraccia Religiosi, fauella bene di 

nostra fede; m
a dʼ auarizia, chʼ è di libidine sozzo, m

enando vita tra C
oncubine, dice, 

chʼ è im
possibile ad osseruarla, perche troppo seuera, nè sua tolleranza nasce da un vero 

conoscim
ento, m

a dallʼ vtile deʼ  m
ercacanti C

ristiani, e dallʼ aiuto di questi nelle sue 

guerre.”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu,  p. （（（ . “ Fauorì i C

hristiani, e la Fede, poi 

li perseguitò: nè questa varietà fu incostanza: chʼ egli sem
pre andò a regola dʼ vn 

m
edesim

o, e solo principio che hauea di valersi di tutte le cose, quanto ben gli 

tornauano allʼ interesse”

﹁
羽
柴
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
そ
の
信
仰
を
支
持
し
て
い
た
が
︑

後
に
彼
ら
を
迫
害
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
様
々
に
起
き
る
こ
と
は
︑
一
貫
性
を
欠
い
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
彼
は
常
に
同
じ
よ
う
な
決
ま
り
事
を
命
じ

て
い
た
の
で
あ
る
︒
羽
柴
に
良
い
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
︑
全
て
は
こ
こ
に
通
じ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
唯
一
の
基
本
原
則
な
の
だ
︒﹂

（
（（
（ Id., p. （（（ . “ Fasciba poi, se non abbracciaua la Fede, alm

eno riueriua la virtù de 

C
hristiani. …

 N
è è da m

arauigliare, che così ragionasse vn Fasciba, che si teneua 

trecento concubine in palazzo, e cento venti altre giouani, che il seruiuano per 

sicurezza, e per diletto:”

（
（（
（ 

大
友
義
統
（
一
五
五
八
︱
一
六
一
〇
（
の
こ
と
︒

（
（1
（ Id., Elogi di capitani illustri, pp. （ –（ . “ Stim

ando brieui i confini del suo Im
perio, non 

essendo m
ai sazia dʼ acquisti lʼ vm

ana am
bizione, arm

a trecento m
ila com

battenti per 

soggiogare il C
orai, vincer la C

ina, e rendersi triburarie lʼ Isole Filippine. R
inuncia 

fintam
ente il suo Im

perio al N
ipote per tor lʼ altrui. M

anda prim
a vna parte dʼ Esercito 

aʼ danni del C
orai, arriua egli poi colà con oste più poderosa; Fugge il Rè nella C

ina, i 

Popoli neʼ  m
onti, e resta Taicosam

a vincitore, e Signor del Regno; m
a non seruendosi 

appieno della V
ittoria nel disfacim

ento deʼ N
em

ici, calan questi a guisa di fiere 

arrabbiate daʼ m
onti, e insanguinandosi ferocem

ente le m
ani neʼ  già V

incitori, 

riducongli a ritirarsi nelle m
arine incontro al G

iappone; E perche il R
e di Bungo 

portossi vilm
ente nelle fazioni, vien da Taicosam

a priuato del R
egno, e dato a 
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M
oridono Rè dʼ Am

angucci.”
（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu,  pp. （（（ –（（（ . “ E già si auuicinaua il 

tem
po da lui prefisso alla tanto lungem

ente pensata, m
a piu che non si credeua, 

m
alageuole im

presa, di soggiogare il C
orai, e la C

ina, e rendersi tributarie le isole 

Filippine. Perciò hauea sotto lʼ arm
i dugento m

ila soldati, e cento altre m
ila da ogni 

seruigio aʼ  bisogni di guerra. E quanto alle Filippine, egli si credè vincerle, senza 

com
batterle, sol m

ostrandosi arm
ato, …

 a cinque di della Luna di G
ennaio del （（（（ . 

condotto innanzi al D
airi, Inangondono suo nipote （peroche egli era senza succession 

di figliuoli, m
orto gliene poco auanti vn solo che hauea bam

bino di due anni

（ il feʼ  

solennissim
am

ente inuestire del titolo di C
am

bacudono, e dellʼ vniuersal signoria 

dellʼ Im
perio G

iapponese: egli si feʼ  nom
inar Taicò Sam

a, cioè G
ran Signore; …

 egli 

solo entrasse a portar lʼ arm
i, rom

pere le prim
e battaglie, e hauer le prim

e vittorie 

deʼ nem
ici: i Re, ei Principi del G

iappone, passarono a far guerra al C
orai: peroche o 

vʼ eran rotti, com
e la fortuna dellʼ arm

i è incerta, e vi perdeuano i sudditi, senon anche 

la vita: …
 D

ue volte com
battè a cam

po aperto, e sbaraglio, e sconfisse, lʼ vna venti, 

lʼ altra ottanta m
ila nem

ici: cacciò il Re fin dentro la C
ina, e nʼ hebbe a sacco la Reggia 

di tutto il C
orai, fortssiim

a, e ricca …
 Fuggito il Re, e vinte le principali Fortezze, non 

sʼ hebbe piu incontro dʼ esercito, che sʼ affrontasse, onde, com
e in cam

po libero, e 

aperto, sʼ andò oltre, fino a toccare lʼ vltim
o dellʼ O

rancai, che sono le confini del Regno, 

di verso la Tartaria, e piantarui le insegne di Taicosam
ia: N

è piu sʼ auanzò vn passo 

auanti; anzi la fortuna girò, e diè volta indietro, …
 il rifuggirsi tutta la gente del C

orai 

alle cim
e deʼ  m

onti talche aʼ  G
iapponesi punto altro non rim

aneua, che le m
ura delle 

città, e delle case, vuote dʼ habitatori …
 Poi al prim

o rom
per del verno quando, per gli 

horribili venti che tengono in gran fortuna quello stretto di m
are, non si poteuano dal 

G
iappone tram

andar soccorsi, nè di m
unitioni, nè dʼ huom

ini, calò im
prouiso tutta 

quella m
oltitudine arrabbiata, giu da m

onti, ad vnirsi con ducento, e piu m
ila Tartari; e 

C
inesi, m

al destri veram
ente la m

aggior parte di loro a m
aneggiarsi in cam

po, per le 

troppo graui, e fortissim
e arm

adure di che eran guerniti da capo a piè, m
a a com

batter 

piantati, sì buoni, che quante volte i G
iapponesi vi si prouarono, nʼ hebbero le peggiori, 

…
 C

osì tra per la fam
e, che ne consum

ò piu di trenta m
ila, sì che pareua esser gittata 

nellʼ esercito la pestilenza: e per la brauura, e m
oltitudine troppo eccessina deʼ  nem

ici, 

che ogni di piu ingrossauano, costretti dʼ abbandonare cio che dentro terra haueano 

conquistato, si chiusero in num
ero di quaranta sette m

ila, dentro le Fortezze piantate in 

riua al m
are, dirim

petto al G
iappone, e trattaron di pace …

 non m
ai fuggendo, m

a con 

egual m
aestria, e prodezza, com

battendo; e ritirandosi, com
e oppresso dalla 

m
oltitudine, non vinto dal valor deʼ nem

ici, chʼ erano a dieci per vn deʼ  suoi, …
 ed egli, 

e gli altri chʼ erano di sua condotta, ne furono largam
ente rim

unerati. Solo il R
e di 

Bungo D
.C

ostantino 

（quel poco auanti apostata, poi riconciliato con la C
hiesa, e 

lʼ vno, e lʼ altro per interesse

（ perche senza ne pur vedere il volto, non che prouar lʼ arm
i 

deʼ  Tartari, sʼ era vilm
ente fuggito, e hauea lasciate in abbandono tre Fortezze, 

com
m

essegli a guardare, onde tutto lʼ esercito ne fu in punto di perdersi, Taicosam
a, 

suergognatolo com
e vn vil m

ascalzone, il priuò del Regno, e diello a M
oridono Signor 

dʼ Am
angucci;”

﹁
太
閤
様
に
は
長
い
間
考
え
抜
い
た
こ
と
が
あ
り
︑
そ
れ
を
実
行
に
移
す

時
が
近
付
き
つ
つ
あ
っ
た
︒
全
く
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
だ
が
︑
高
麗
︑
中
国
を
支

配
下
に
収
め
︑
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
諸
島
に
は
貢
納
を
課
す
と
い
う
骨
の
折
れ
る
事
業
に
乗

り
出
し
た
の
だ
︒
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
︑
太
閤
様
は
二
〇
万
の
兵
力
と
︑
そ
れ
と

は
別
に
戦
時
に
必
要
な
従
者
一
〇
万
を
用
立
て
て
い
た
︒
太
閤
様
は
︑
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン

諸
島
に
は
武
力
を
誇
示
す
れ
ば
戦
わ
ず
し
て
勝
利
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
（
中
略
（
一

五
九
二
年
陰
暦
の
一
月
五
日
︑
内
裏
の
面
前
に
罷
り
越
し
た
︑
太
閤
様
の
甥
の
大
納
言

殿
（
太
閤
様
に
は
二
歳
に
な
る
嫡
男
が
い
た
の
だ
が
︑
少
し
前
に
亡
く
な
っ
て
お
り
︑
嫡

男
が
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
（
は
︑
極
め
て
厳
か
な
雰
囲
気
の
な
か
で
︑
日
本
の
帝
権

の
全
支
配
権
を
指
す
関
白
殿
の
称
号
を
送
ら
れ
た
︒
太
閤
様
は
︑
太
閤
様
す
な
わ
ち
偉

大
な
る
支
配
者
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
︒（
中
略
（
彼
﹇
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
:
小
西
行

長
﹈
は
武
力
を
以
て
単
騎
で
﹇
高
麗
に
﹈
乗
り
込
み
︑
初
戦
で
敵
方
を
撃
破
し
た
︒
し
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か
し
な
が
ら
︑
武
運
と
は
不
確
か
な
も
の
︒
高
麗
に
攻
め
込
ん
だ
君
主
や
王
た
ち
は
一

敗
地
に
塗
れ
て
︑
臣
下
も
自
ら
の
命
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
（
中
略
（
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ

は
開
け
た
土
地
で
二
回
ほ
ど
戦
い
に
挑
み
︑
二
万
と
八
万
か
ら
成
る
敵
方
を
敗
走
さ
せ
︑

圧
勝
を
収
め
た
︒
そ
し
て
中
国
の
内
部
に
ま
で
﹇
高
麗
の
﹈
王
を
追
い
や
り
︑
高
麗
全

土
に
あ
っ
た
堅
固
で
豊
か
な
王
宮
を
略
奪
し
た
の
で
あ
っ
た
︒（
中
略
（
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー

ノ
は
﹇
高
麗
の
﹈
王
を
敗
走
さ
せ
︑
い
く
つ
も
の
主
要
な
城
塞
を
落
と
し
た
の
だ
が
会

敵
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
も
う
一
方
の
軍
勢
﹇
加
藤
清
正
の
軍
勢
﹈
は
︑
開
か
れ
た

平
原
を
突
き
進
む
か
の
よ
う
に
︑
オ
ラ
ン
カ
イ
の
端
に
接
す
る
地
域
に
ま
で
駒
を
進
め

た
︒
オ
ラ
ン
カ
イ
は
タ
タ
ー
ル
と
の
国
境
地
帯
で
あ
り
︑
軍
勢
は
こ
こ
に
太
閤
様
の
旗

を
立
て
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
以
上
︑
軍
勢
を
進
め
る
こ
と
は
な

か
っ
た
︒
む
し
ろ
運
勢
の
風
向
き
が
変
わ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
︑
逆
風
が
吹
い
た
の
で

あ
る
︒（
中
略
（
そ
の
た
め
に
︑
市
内
︑
家
の
中
と
も
に
住
民
は
お
ら
ず
空
っ
ぽ
で
︑
日

本
人
以
外
は
誰
も
い
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
︒（
中
略
（
春
に
起
き
た
最
初
の
破
壊
の

後
︑
大
変
な
幸
運
と
も
言
う
べ
き
か
︑
凄
ま
じ
い
風
が
海
峡
を
襲
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り

日
本
か
ら
援
軍
も
軍
需
品
も
人
員
も
送
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
︑
怒
り
に
任
せ

た
大
勢
の
者
た
ち
は
一
同
突
如
と
し
て
山
を
下
り
︑
タ
タ
ー
ル
人
︑
中
国
人
二
〇
万
と

合
流
し
た
︒
彼
ら
の
主
力
が
戦
場
に
展
開
す
る
と
︑
実
際
の
と
こ
ろ
巧
み
さ
に
欠
け
る

と
こ
ろ
は
あ
っ
た
が
重
装
に
し
て
頭
か
ら
つ
ま
先
ま
で
極
め
て
強
固
な
武
装
を
施
し
て

い
た
た
め
に
︑
戦
場
に
よ
く
踏
み
と
ど
ま
っ
て
善
戦
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
日
本
軍
も
何

回
か
そ
こ
で
張
り
合
っ
た
も
の
の
︑
苦
境
に
陥
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
︒（
中
略
（
こ
の

よ
う
な
こ
と
も
あ
り
︑
飢
餓
状
態
の
た
め
に
太
閤
様
は
︑
三
万
の
軍
勢
を
消
耗
し
て
お

り
︑
軍
勢
内
に
ペ
ス
ト
で
も
投
げ
込
ま
れ
た
か
の
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
︒
勇
敢
に
も

敵
方
は
ど
ん
ど
ん
膨
れ
上
が
り
過
剰
と
も
い
え
る
勢
力
と
化
し
て
い
た
︒﹇
太
閤
様
の

軍
勢
は
﹈
占
領
地
内
で
得
た
も
の
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
︑
四
万
七
千
の
軍
勢

が
日
本
を
背
に
し
た
海
沿
い
の
城
塞
に
籠
城
し
︑
和
平
交
渉
を
進
め
る
に
至
っ
た
︒（
中

略
（
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
は
決
し
て
逃
げ
出
し
た
り
は
せ
ず
︑
巧
妙
さ
と
武
勲
を
以
て
戦

い
を
続
け
た
も
の
の
︑﹇
敵
方
の
﹈
勢
力
に
押
さ
れ
︑
撤
退
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
︑

兵
力
差
が
一
対
一
〇
に
開
い
て
い
て
も
︑
敵
方
の
武
勇
に
屈
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

（
中
略
（
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
は
じ
め
︑
他
の
武
将
た
ち
も
︑
太
閤
様
の
指
揮
下
に
あ
っ
た

も
の
は
︑
犠
牲
を
厭
わ
ず
太
閤
様
の
恩
義
に
報
い
ん
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
豊
後
の

王
︑
ド
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
（
こ
の
少
し
後
に
棄
教
し
た
も
の
の
︑
互
い
の
利
益

の
た
め
に
︑
ま
た
教
会
と
和
解
し
て
い
る
（
だ
け
は
︑
素
顔
を
見
せ
る
こ
と
も
せ
ず
︑
タ

タ
ー
ル
の
軍
勢
と
対
峙
す
る
こ
と
も
な
く
︑
最
終
的
に
は
逃
げ
出
し
た
挙
句
︑
三
つ
の

城
塞
を
放
棄
し
た
︒
太
閤
様
は
彼
を
監
視
下
に
置
き
︑
豊
後
の
王
の
軍
勢
は
全
て
召
し

取
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
豊
後
の
王
を
悪
意
に
満
ち
た
無
礼
者
と
し
て
辱
め
る
と
︑
彼

の
領
国
を
召
し
取
り
︑
山
口
の
毛
利
氏
の
預
か
り
と
し
た
︒﹂

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ D

el （（（（ . fà m
orir C

am
bacudono suo nipote con 

fam
a di tradigione; m

a la cagion della m
orte fù, chʼ  essendogli nato in vecchiezza un 

figliuolo, stim
aualo poco sicuro nella succession dellʼ Im

perio, viuendo C
am

bacudono, 

e con lui fà vccider i Figliuoli, Am
ici, e Seruidori.

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu,  pp. （（（ –（（（ . E in prim

a, della m
orte del 

nipote C
am

bacudono, che in prim
a si eseguì, cioè nell Agosto del （（（（ . G

ià da due 

anni era nato a Taicosam
a vn figliuolo, e auuegnache egli vecchio dʼ horam

ai sessanta 

anni, e in dispetto a tutti, non potesse sperare di lasciarlo m
orendo in età capeuole di 

sostener a che egli con tanta forza dʼ arm
i, e tanta m

aestria di senno, appena bastaua; 

quellʼ Im
perio, pure lʼ am

or paterno ingannandolo, il persuase, che sì, il potrebbe, 

com
m

ettendolo alla fede, e al sauio gouerno dʼ vn C
aualiere christiano, suo lealissim

o 

seruidore. Per cio fare, gli conueniua diseredare C
am

bacudono, anzi, per non lasciar 

dopo sua m
orţ e al figliuolo vn com

petitore dellʼ Im
perio e per cio neim

ico, vcciderlo, e 

torglielo dʼ infra i piedi …
 gli feʼ  scannar tre figliuoli, e trentadue m

ogli, poscia dʼ altri 

am
ici, e di sua C

orte, tutti insiem
e vna m

oltitudine dʼ ottantasei suenturati; …
”

﹁
ま
ず
︑

太
閤
様
の
甥
︑
関
白
殿
の
死
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
よ
う
︒
こ
れ
が
起
き
た
の
は
︑
一
五

九
五
年
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
年
老
い
た
太
閤
様
は
︑
当
時
六
〇
歳
を
迎
え
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
生
ま
れ
た
息
子
は
︑
既
に
二
歳
と
な
っ
て
い
た
︒
皆
に
軽
蔑
の
眼



108

差
し
を
向
け
ら
れ
る
も
の
の
︑
息
子
が
強
力
な
軍
事
力
と
冴
え
わ
た
る
判
断
力
を
兼
ね

備
え
︑
十
分
と
言
え
る
ほ
ど
に
帝
権
を
支
え
る
よ
う
な
分
別
が
つ
く
歳
に
な
る
ま
で
は
︑

息
子
を
放
っ
て
死
ん
で
は
な
る
も
の
か
と
思
っ
て
い
た
︒
同
時
に
父
の
愛
は
︑
関
白
殿

を
裏
切
る
こ
と
に
も
な
り
︑
彼
に
信
頼
を
寄
せ
つ
つ
も
︑
キ
リ
シ
タ
ン
の
騎
士
に
よ
る

賢
明
な
る
統
治
に
彼
を
託
し
︑
息
子
の
忠
実
な
僕
と
な
る
よ
う
︑
関
白
殿
を
説
き
伏
せ

た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
太
閤
様
に
と
っ
て
は
︑
関
白
殿
を
廃
嫡
す
る
の

が
好
都
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
太
閤
様
の
死
後
︑
帝
権
の
競
争
相
手
︑
つ
ま
り
敵
を

息
子
に
残
さ
な
い
た
め
に
︑
関
白
殿
を
殺
し
︑
足
元
ま
で
彼
を
取
り
去
る
こ
と
が
理
に

適
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒（
中
略
（
太
閤
様
は
︑
関
白
殿
の
三
人
の
息
子
︑
三
二
人
の
妻
︑

次
い
で
友
人
︑
側
近
︑
ざ
っ
と
数
え
て
八
六
人
の
不
幸
な
も
の
た
ち
も
一
緒
に
虐
殺
し

た
︒﹂

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ Volge il pensiero a perpetuar la m

em
oria delle 

gloriose sue geste, e alza m
acchine sm

isurate, non inferiori forse a quelle deʼ  G
reci, e deʼ  

Rom
ani; m

a cadon con tristo agurio per causa dʼ vn trem
uoto. Sazio di com

batter con 

gli huom
ini, vuol anche com

batter con D
io, volendo distruggere la C

ristiana 

Religione, perloche m
olti riceuon la corona del m

artirio. R
allenta poi la fierezza, più 

per tim
or deʼ  Portoghesi, che per natural pietà.”

（
（（
（ la notte deʼ  sei dʼ Agosto

（
（（
（ G

eiaso

（
（（
（ nouello D

io dellʼ arm
i

（
（（
（ Scinfacim

an

（
（（
（ 

イ
エ
ズ
ス
会
士
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
（João Rodrigues, 

一
五
六
一
？
︱
一
六
三

三
（︒

（
（1
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ N

on potendo finalm
ente resistere la robustezza, 

cʼ hauea portato daʼ  boschi alla sm
isurata libidine, e a souerchi pensieri, sʼ am

m
ala a 

m
orte, e si fà condurre a Fuscim

i C
ittà deliziosa. C

onoscendosi presso allʼ estrem
o della 

sua vita, raccom
anda a G

eiaso Signor dʼ otto R
egni, e di nobil sangue, Findeiori fuo 

Figliuolo. Fa rappacificare m
olti G

randi dellʼ Im
perio, ordina, che se gli fabbrichi vn 

Tem
pio col nom

e di Scinfacim
an, che significa nouello D

io dellʼ arm
i, e si ritira nelle 

più rim
ote stanze del suo Palagio a occultam

ente m
orire. Entra a vederlo con ispezial 

gratia il Padre Rodriquez; m
a chiude lʼ orecchio aʼ discorsi dellʼ Im

m
ortalità dellʼ anim

a.”

（
（（
（ occupollo: 

意
味
の
特
定
に
至
ら
ず
︒

（
（（
（ D

aifusam
a

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ M

orì di Settem
bre del （（（（ . dʼ anni （（ . Fù 

Taicofam
a di picciol corpo; e forte, di volto austero, e villereccio, di poco barba, e con 

sei dita in vna m
ano. N

on hebbe pari in valore, lusinghe, finzioni, inganni, e in 

acquistare, e m
antener D

om
inio, per le quali azioni fù appellato il T

iberio del 

G
iappone. Im

però sedici anni, e lʼ Im
perio m

orì anche con lui, perche G
eiaso, 

prem
endo le sue vestigie, occupollo, e lasciato il prim

iero nom
e, chiam

ossi 

D
aifusam

a.”

（
（（
（ 

註
（1
の
バ
ル
ト
リ
の
引
用
に
含
ま
れ
る
下
記
が
該
当
箇
所
に
当
た
る
︒“ Era piccolo 

di persona, etiandio fra G
iapponesi, che poco sʼ alzano in istatura: m

a com
presso, e 

m
em

bruto, da reggere a ogni fatica; e in vna m
ano hauea sei dita. D

i fattezze in volto 

sozzissim
e, e horribili a vedere, tal che appunto pareua scoppiato da vna quercia, e 

huom
o saluatico, senon che hauea poca barba: e gli occhi bruttam

ente sporti in fuori.”

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ Bartholom

æi C
rassi I. C

. Auct. Filij. Taicosam
a, 

Iaponiæ Im
perator: Infim

o natali, G
estis sublim

is: E syluis in Regiam
 transiluit; Prius 

arm
entorum

 custos, deinde Populorum
 rector. Arm

is strenuus, rebus agendis vafer: A 

Principe defecit, Principem
 Principatu orbauit. D

ecepit, vt regnaret, regnauit, vt 

deciperet. In bello hostes, sed suæ Tyrannidis hostes euertit. Auri auidus, M
agnatum

 

sanguine m
adidus. V

icinos vicit, R
em

otiores terruit. Plurim
a adeptus R

egna, 

Im
perium

 erexit: Æ
terno verè nom

ine dignus; Si digni æterno nom
ine sunt proditores. 

D
isce R

ebus in hum
anis, quantum

 inconstantia Sortis. Ludat, vt exaltet, deprim
at 

vtquè, caue.”  
詩
の
作
者
︑
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
ク
ラ
ッ
ソ
（Bartlom

eo C
rasso

（
は
ロ
レ



驚異へ捧げる賛辞 

109

ン
ツ
ォ
・
ク
ラ
ッ
ソ
の
息
子
︑
文
筆
家
︑
法
律
家
と
し
て
ナ
ポ
リ
を
活
動
の
舞
台
と
し
︑

一
六
八
四
年
に
は
﹃
著
名
武
将
伝
賛
﹄
に
収
録
さ
れ
た
秀
吉
と
家
康
に
捧
げ
た
詩
を
再

録
し
た
詩
集
（Bartolom

eo C
rasso, Bartholom

aei Crassi N
eapolitani D

e planurae dom
inis 

elogia, et carm
ina, apud Salvatorem

 C
astaldum

 regium
 typographum

, （（（（ .

（
を
出
版

し
て
い
る
︒

（
（（
（ 

ウ
ィ
リ
ア
ー
ト
ゥ
ス
（V

iriatus, 

前
一
八
〇
頃
︱
前
一
三
八
（
は
前
一
五
一
年
︑
ル
シ

タ
ニ
ア
（
現
ポ
ル
ト
ガ
ル
地
方
（
ロ
ー
マ
総
督
の
暴
政
に
反
旗
を
翻
し
︑
和
平
と
独
立

を
勝
ち
取
る
も
︑
和
約
を
破
っ
た
ロ
ー
マ
軍
に
暗
殺
さ
れ
た
︒﹃
西
洋
古
典
学
事
典
﹄

（
松
原
國
司
︑
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
年
（︑
二
七
八
頁
参
照
︒

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （ . “ C

aroli Andreæ Sinibaldi Equ. S. Iac. Patr. Fau. 

RO
m

ulus, &
 C

yrus Pastor sublim
is in arm

is A
 nem

ore ad R
egnum

 duxit vterque 

gradum
. C

onspicuo, sed vterque salus de sanguine R
egum

, A vilis Pastor, Taicosam
a 

fuit; Q
ui quam

quam
 insidijs R

egnum
 vsurpauerit, arm

is Inclytus ille tam
en, vt 

V
iriatus erat: N

aturæ fato par nem
pè inclaruit, oris V

nus ab Eois, alter ab O
cciduis.”  

詩
の
作
者
︑
カ
ル
ロ
・
ア
ン
ド
レ
ア
・
シ
ニ
バ
ル
デ
ィ
（C

arlo Andrea Sinibaldi

（
は
︑

イ
タ
リ
ア
の
北
部
︑
フ
ァ
エ
ン
ツ
ァ
の
フ
ィ
ロ
ポ
ー
ニ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
（Accadem

ia dei 

Filoponi

（
の
大
御
所
︑
一
八
世
紀
前
後
を
中
心
に
活
躍
し
た
文
筆
家
で
あ
る
︒
イ
タ
リ

ア
各
地
に
点
在
す
る
様
々
な
ア
カ
デ
ミ
ー
と
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
る
（Sim

one Testa, Italian Academ
ies and their N

etw
orks, 1525–1700: From

 Local 

to G
lobal, London, Palgrave M

acm
illan, （1（（ , p. （（（ .

（︒

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, pp. （（ –（（ . “ Lʼ Antico N

om
e di questo Im

perador del 

G
iappone fù G

eiaso, e poi secondo lʼ vsanza di queʼ  Popoli, appellossi D
aifu, e 

com
unem

ente D
aifusam

a. N
acque nobile, Posseditor dʼ O

tto R
egni; D

oni della 

Fortuna; m
a superò lʼ altezza della N

ascita, lʼ am
piezza del D

om
inio, la grandezza delle 

Im
prese, la sua m

olta prudenza, per cui del G
iappone ottenne lʼ Im

perio, quantunque 

con frodi, arti solite a praticarsi in queʼ  Regni, doue non son m
ai azioni illustri senza 

caligini di vizi.”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, p. （（（ . “ Fra Principi G

iapponesi vn ve 

nʼ era per nom
e G

eiaso, e poi altram
ente: D

aifu …
 huom

o di finissim
a nobiltà, gran 

caualiere in arm
i, e Signor dʼ otto R

egni, e per tutte insiem
e queste qualità di 

grandʼ huom
o, solo possente ad vsurparsi, m

orto lui, la corona dellʼ Im
perio 

G
iapponese”

﹁
日
本
の
君
主
た
ち
の
中
に
一
人
の
人
物
が
い
た
︒
そ
の
名
を
家
康
︑
後

に
内
府
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
あ
る
︒（
中
略
（
非
常
に
高
貴
な
貴
族
の
出
で
︑
偉
大
な
る

騎
士
︑
八
ヶ
国
の
領
主
で
あ
っ
た
︒
彼
は
既
に
故
人
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
す
べ
て
を

以
て
︑
日
本
の
帝
権
に
戴
く
王
冠
を
簒
奪
す
る
ほ
ど
有
能
な
︑
偉
大
な
る
人
物
の
資
質

と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹂

（
（1
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （（ . “ R

idotto agli vltim
i periodi della V

ita Taicosaina, 

prim
o V

surpator dellʼ Im
perio, chiam

ò a sè D
aifu, e con parole m

ischiate con lagrim
e, 

raccom
andogli Findeiori suo figliuolo dʼ anni cinque, eʼ l reggim

ento deʼ R
egni, 

acciocche qual altro Padre lʼ alleuasse, con prom
essa, che vna N

ipote di D
aifù in 

auuenire fosse poi M
oglie di Findeiori, tutto a fine di m

aggior sicurezza, deputando 

anche dellʼ ordine deʼ  Patrizi, e deʼ  C
ittadini alcuni G

ouernatori con fargli giurare agli 

Iddij del G
iapponc la fedeltà. D

aifù, che altro non desideraua, accettò il peso con 

m
estizia nel volto, e allegrezza nel cuore, e m

orto Taicosam
a”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, pp. （（（ –（（（ . “ M

a fanciullo di poco oltre 

a cinque anni, e per si tenera età, inhabile a reggere sè m
edesim

o, non che altrui, 

douersi prouedere dʼ un secondo padre, di tal m
erito, di tale am

ore, e fedeltà verso lui, 

chʼ egli non sʼ auuegga dʼ hauer perduto, m
a sol cam

biato padre: E riuolto a D
aifù, E tu, 

gli disse, tu se quel desso: se io non son tale, che tu habbi a vergognarti di sottentrare in 

m
ia vece; m

entre io m
i stim

o honorato di cam
biarm

i in te, e tʼ eleggo fra tutti, per lo 

piu leale, e degno, a cui fidare quel che m
ʼ è piu caro di m

e m
edesim

o. Per tanto, accio 

che tu guardi Findeiori 

（tal era il nom
e di fuo figliuolo

（ eʼ l difenda com
e tuo, m

i 

spoglio del nom
e di padre; e a te seco il rinuntio; e per darti verso lui col nom

e di 

padre, anche le viscere, la tua nipote, bam
bina di due anni, sia da questo punto sua 
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sposa. D
aifu, in vdir cosa e sì grande, e sì del tutto im

prouisa ad ogni suo pensiero; 

prim
a di nulla rispondere in parole, diè in un tenerissim

o pianto: e Taicosam
a anchʼ egli 

lagrim
ò alcun poco, credendo, quello essere effetto di buon cuore, e testim

onio di 

scam
bieuole am

ore verso lui, eʼ l figliuolo. E forse lʼ era, m
a non così ne parue a gli altri, 

che lʼ interpretarono, a sfogam
ento dʼ vna pura, e schietta allegrezza, per vedersi m

essa in 

m
ano la m

onarchia del G
iappone, che a volerlasi conquistare collʼ arm

i, gli sarebbe 

costa spargim
ento di sudore, e di sangue: …

 che in apparenza m
ostraua, della lealtà di 

D
aifù, non ne hauesse in suo cuore più tim

or che speranza”

﹁
し
か
し
な
が
ら
太
閤
様

の
息
子
は
︑
ま
だ
五
歳
を
過
ぎ
た
ば
か
り
︒
ま
だ
年
端
も
行
か
ぬ
年
齢
で
︑
ま
だ
自
分

自
身
で
治
め
る
こ
と
な
ど
で
き
ぬ
故
︑
利
益
と
愛
情
︑
息
子
へ
の
忠
誠
を
兼
ね
備
え
た

第
二
の
父
を
準
備
す
る
必
要
に
駆
ら
れ
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
の
よ
う
な

資
質
を
持
っ
た
第
二
の
父
が
い
る
こ
と
で
︑
父
親
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で

は
あ
っ
て
も
︑
息
子
に
は
父
親
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
当
た
り
前
の
こ

と
と
受
け
取
っ
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
太
閤
様
は
内
府
の
方
に
振
り
向
き
︑

「
お
前
が
︙
」
と
言
い
︑
次
の
よ
う
に
続
け
た
︒「
も
し
お
前
が
そ
う
だ
と
し
て
も
︙
︑
私

は
違
う
の
だ
︒
お
前
は
私
の
代
わ
り
に
﹇
息
子
の
父
と
﹈
な
る
こ
と
に
恥
ず
か
し
く
思

う
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
︒
た
だ
私
は
︑
お
前
に
代
わ
っ
て
も
ら
え
て
誇
ら
し
く
す
ら

思
っ
て
い
る
の
だ
︒
皆
の
な
か
か
ら
お
前
を
選
ん
だ
の
は
︑
こ
の
上
な
く
律
儀
で
︑
こ

の
私
よ
り
も
親
し
ま
れ
や
す
く
︑
信
頼
に
足
る
と
思
っ
た
か
ら
だ
︒
い
ず
れ
に
し
て
も

だ
︑
秀
頼
（
彼
の
息
子
の
名
前
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
（
を
お
前
の
息
子
と
し
て

世
話
し
て
も
ら
い
︑
護
っ
て
も
ら
う
た
め
に
︑
私
は
父
と
い
う
呼
び
名
を
取
り
去
り
︑
父

と
し
て
の
役
割
か
ら
身
を
引
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
父
と
い
う
名
も
父
の
情
愛
も
一
緒
に

つ
け
て
︑
お
前
を
秀
頼
に
宛
が
う
よ
う
に
し
よ
う
︒
お
前
の
二
歳
に
な
る
孫
は
︑
こ
の

時
点
を
以
て
秀
頼
の
許
嫁
と
な
る
の
だ
︒」
内
府
は
不
意
を
突
か
れ
た
も
の
の
︑
斯
様
に

重
大
事
ゆ
え
︑
言
わ
れ
た
こ
と
す
べ
て
に
耳
を
傾
け
︑
そ
の
都
度
考
え
を
巡
ら
す
の
で

あ
っ
た
︒
内
府
は
さ
め
ざ
め
と
涙
を
流
し
た
か
と
思
う
と
︑
な
に
も
答
え
ら
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
太
閤
様
も
頬
を
薄
っ
す
ら
と
涙
で
濡
ら
し
た
の
だ
が
︑
こ
う
し
た

こ
と
が
互
い
の
息
子
に
向
け
ら
れ
た
愛
情
の
証
︑
善
良
な
気
持
ち
に
よ
る
も
の
と
信
じ

て
疑
わ
な
か
っ
た
︒
内
府
も
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
が
︑
他
の
者

た
ち
に
と
っ
て
は
︑
そ
う
は
見
え
な
か
っ
た
︒
彼
ら
は
︑
内
府
に
よ
る
無
垢
で
純
粋
な

陽
気
さ
の
吐
露
と
︑
こ
の
状
況
を
解
釈
し
て
い
た
︒
と
い
う
の
も
︑
内
府
に
し
て
み
れ

ば
︑
武
力
に
よ
る
日
本
国
の
征
服
は
︑
非
常
に
骨
も
折
れ
る
し
︑
多
く
の
血
も
流
れ
る

も
の
な
の
に
︑
自
ら
そ
れ
を
手
中
に
収
め
る
姿
が
見
え
て
い
た
の
だ
か
ら
︒（
中
略
（
外

見
上
は
︑
内
府
は
誠
実
に
振
舞
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
も
の
の
︑
太
閤
様
の
内
心
は
︑

希
望
と
い
う
よ
り
も
不
安
で
し
か
な
か
っ
た
︒﹂

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, p. （（1 . “ chiam

ò innanzi a sè, a giurare per 

tutti I Idij del G
iappone chʼ egli però non credeua esserui, prim

a D
aifù, che 

m
anterrebbe, poi i tutori che difenderebbono al figliuolo lʼ Im

perio.”

﹁
太
閤
様
は
︑﹇
国

の
﹈
維
持
を
司
る
家
康
と
︑
息
子
の
た
め
の
帝
権
の
守
護
を
司
る
後
見
人
数
人
を
︑
面

前
に
呼
び
出
し
︑
自
分
は
そ
の
存
在
を
信
じ
て
は
い
な
い
も
の
の
︑
日
本
の
全
神
々
に

向
け
て
︑
宣
誓
さ
せ
た
の
だ
っ
た
︒﹂

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （（ . “ tutto diedesi al gouerno, m

ostrando con occulto 

fine m
olti atti di prudenza in beneficio del Pubblico, tirando anche a sua volontà con 

doni, e vffi
ci buon num

ero di queʼ , che per potenza, e autorità contender poteangli il 

Principato.”

（
（（
（ G

ibunosci: 

石
田
三
成
︒

（
（（
（ Tzunocam

i Agostino: 

小
西
行
長
︒
一
五
八
四
年
頃
に
洗
礼
を
受
け
キ
リ
シ
タ
ン
と

な
っ
た
が
︑
洗
礼
の
際
の
詳
し
い
状
況
は
わ
か
っ
て
い
な
い
︒
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た

父
親
の
小
西
隆
佐
や
高
山
右
近
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ C

anghecaschi: 

上
杉
景
勝
︒

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （（ . “ M

a perche quellʼ Im
perio è vn O

ceano, a cui non 

m
anca tem

pesta, insursero m
olti contro gli andam

enti di D
aifù, che operaua più, che 

da G
ouernatore, che sapean di qual finezza era lʼ O

ro della sua fede, e tanto 

m
aggiorm

ente prepararonsi al riparo, quanto, che il contraddire al Potente, è farsi 
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N
im

ico del Potente. D
iuiso intanto il G

iappone in fazioni, si venne allʼ arm
i, senza le 

quali in quelle parti, ò non sʼ acquistano, ò non si sostentano i D
om

inij. Tra Fuscim
i, e 

O
zaca ragunaronsi dʼ am

endue le patti dugento m
ila C

om
battenti, però guerreggiando 

D
aifù più con lʼ astuzia, che con la spada; senza esporsi a pericoloso cim

ento, distrusse 

prim
ieram

ente G
ibunosci, C

apo di fazione, e M
otor principale dellʼ arm

i, eʼ l ridusse, 

priuo dʼ ogni autorità a viuere in pouera fortuna, e in lontana parte; M
a perche 

lʼ ingiurie si tollerano da m
olti fin a tanto, che hà luogo la vendetta, tornò di nuouo in 

C
am

po G
ibunosci più poderoso con le forze di T

zunocam
i A

gostino, e di 

C
anghecaschi vn deʼ  Tutori di Findeiori.”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, p. （（（ . “ M

orto dunque lʼ Im
perador 

Taicosam
a, e com

e pur tuttauia viuesse, proseguita alcun tem
po daʼ  noue G

ouernatori 

lʼ am
m

inistratione del publico, giusta le antiche sue leggi, D
aifù, com

ʼ era fra gli altri, e 

in autorità il prim
o, e in forze il piu possente, signor dʼ otto Regni, valoroso in arm

i, e 

accorto, quanto ne cape in vn vecchio finam
ente politico, com

inciò a m
ettere ogni dì le 

branche piu innanzi, per così a poco a poco, di tutor chʼ era dellʼ Im
perio, farsene 

Im
peradore. Percio, com

perarsi con gratie, e con prom
esse anche m

aggiori, lʼ am
ore, e 

la fede deʼ  piu possenti, e con cio fattosi vn basteuole seguito, già piu non curar del 

pupillo di Taicosam
a, herede, e successore giurato: N

on richiedere di consiglio i noue 

com
pagni, anzi dolentisi, e inuocanti la giustitia, la fede, e glʼ Iddij, m

inacciarli, di segar 

loro la gola, se non taceuano. E già tutto il G
iappone diuiso, si m

etteua a fattioni, e in 

arm
e, parteggiando altri coʼ  G

ouernatori, altri con D
aifusam

a.”

﹁
皇
帝
︑
太
閤
様
は
死

ん
で
し
ま
っ
た
も
の
の
︑
彼
が
ま
る
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
︑
し
ば
ら
く
の
間
は

太
閤
様
の
古
い
決
ま
り
事
に
従
い
︑
新
た
な
総
督
た
ち
が
公
共
の
行
政
を
担
っ
て
い
た
︒

内
府
も
他
の
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
た
︒
彼
は
権
限
上
の
ト
ッ
プ
で
︑
最

も
力
が
強
く
︑
八
ヶ
国
の
領
主
に
し
て
︑
武
勇
の
誉
れ
高
く
︑
老
獪
な
鋭
い
政
治
眼
を

以
て
状
況
を
理
解
す
る
抜
け
目
な
さ
ま
で
持
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
に
内
府
は
自
ら
皇

帝
と
な
る
べ
く
︑
次
第
に
少
し
ず
つ
︑
帝
権
の
後
見
人
へ
と
触
手
を
伸
ば
し
始
め
た
︒

そ
の
た
め
に
︑
厚
情
︑
よ
り
利
益
を
も
た
ら
す
約
束
︑
愛
情
︑
よ
り
力
を
持
つ
者
へ
の

信
頼
な
ど
に
よ
り
︑
次
々
と
買
収
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
︑
太

閤
様
の
被
後
見
人
︑
相
続
人
︑
約
束
さ
れ
た
後
継
者
の
世
話
は
も
う
た
く
さ
ん
だ
と
思

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
内
府
は
︑
新
た
な
同
僚
と
の
合
議
に
応
じ
る
こ
と
も
な
く
な

り
︑
む
し
ろ
彼
ら
は
不
平
を
述
べ
る
よ
う
に
な
り
︑
自
ら
の
正
当
性
︑﹇
太
閤
様
へ
の
﹈

信
仰
を
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
す
る
と
内
府
は
︑
も
し
黙
っ
て
従
わ
な
い
の
な
ら
︑

打
ち
首
に
す
る
ぞ
と
︑
彼
ら
を
脅
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
か
く
し
て
︑
日
本
全
土
は
分
断

状
態
と
な
り
︑
総
督
た
ち
︑
は
た
ま
た
内
府
様
を
支
持
す
る
党
派
が
で
き
あ
が
り
︑
共

に
武
装
す
る
に
至
っ
た
︒﹂

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, p. （（（ . “ H

or poiche i G
ouernatori ogni di 

piu abbassati da D
aifù, sʼ auuidero, che contro a forza non valeua ragione, gridarono 

allʼ arm
i: e allʼ arm

i rispose altresì D
aifusam

a, e in pochi dì, dʼ am
endue le parti furono 

in cam
po, tra Fuscim

i, e O
zaca, ducento, e piu m

ila com
battenti. N

on si venne però 

m
ai a giornata, che D

aifù, vsando non m
en felicem

ente il consiglio, che la forza, con 

poco venne al disopra di G
ibunosci, principal suo nem

ico, e prim
o m

ouitor di 

quellʼ arm
i, el costrinse ad hauer per buon patto rinunciare il gouerno, e scarico dʼ ogni 

publica am
m

inistratione, andarsı a viuere in pace nel Regno di Vom
i, chʼ era in buona 

parte suo. R
acchetate appena queste prim

e turbolenze, altre m
aggiori ne suscitò 

C
anghecasci, anchʼ egli vn deʼ  tutori, rom

pendo guerra aʼ  confini de gli otto Regni, che 

D
aifu hauea cola nel C

antò. Q
uesti, lasciata in m

ano aʼ  G
ouernatori O

zaca, il tesoro, e 

il piccolo Im
peradore, accorse a rim

ediare il pericolo di perdere il suo, m
entre cercaua 

di guadagnare lʼ altrui. Allora tutti i suoi nem
ici collegatisi, gli attrauersarono la strada 

al ritorno, con piu dʼ ottantam
ila huom

ini alle frontiere. Autore di questa nuoua 

com
m

otion dʼ arm
i, e lega, fu G

ibunosci, tornato piu che m
ai fiero dallʼ esilio al cam

po. 

M
a non sʼ ardi a spiegar bandiera prim

a dʼ hauere dal suo pertito Tzunocam
i Agostino: e 

ve lʼ hebbe, chiam
atolo da M

eaco alla sua fortezza di Sauoiam
a, e raccordatagli la 

fedeltà solennem
ente giurata al piccolo Findeiori: poi datigli a leggere i nom

i deʼ  
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collegati, chʼ erano i R
e di Satzum

a, di M
ino, di Bigen, e oltre a piu altri, M

oridon 

dʼ Am
angucci con tutta la forza deʼ  suoi noue Regni.”

﹁
か
く
し
て
内
府
に
凹
ま
さ
れ
た

総
督
た
ち
は
︑
力
に
対
し
て
理
は
価
値
を
持
た
な
い
と
気
づ
き
︑
武
力
を
以
て
主
張
す

る
よ
う
に
な
っ
た
︒
す
る
と
内
府
様
も
武
力
で
応
じ
︑
時
を
置
か
ず
し
て
伏
見
と
大
坂

の
あ
い
だ
で
双
方
二
〇
万
の
兵
士
が
布
陣
す
る
に
至
っ
た
︒
け
れ
ど
も
内
府
は
日
が
暮

れ
な
い
う
ち
に
︑
幸
運
に
も
力
で
は
な
く
合
議
を
用
い
る
こ
と
で
︑
少
数
の
兵
力
で
治

部
少
輔
︑
つ
ま
り
内
府
の
主
要
な
敵
に
優
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
︒
最
初
に
武
力
に

訴
え
た
こ
と
で
︑
好
条
件
の
和
約
を
通
し
て
︑
統
治
と
公
共
行
政
の
職
か
ら
降
り
︑
近

江
の
国
に
平
和
裏
に
生
き
て
戻
る
よ
う
彼
﹇
治
部
少
輔
﹈
は
迫
ら
れ
る
に
至
っ
た
︒
近

江
の
国
は
︑
彼
に
と
っ
て
は
好
都
合
の
場
所
で
あ
っ
た
の
だ
︒
こ
の
よ
う
な
最
初
の
騒

動
や
他
の
数
々
の
大
事
が
沈
静
化
す
る
や
い
な
や
︑﹇
秀
頼
の
﹈
後
見
人
の
一
人
で
︑
も

う
一
方
の
主
要
人
物
で
あ
っ
た
景
勝
が
立
ち
上
が
り
︑
内
府
が
彼
方
の
関
東
で
領
有
し

て
た
八
ヶ
国
と
の
国
境
で
戦
端
を
開
く
に
至
っ
た
︒
大
坂
︑
宝
物
︑
小
さ
な
皇
帝
︑
こ

れ
ら
が
総
督
た
ち
の
手
元
に
置
か
れ
る
か
た
ち
と
な
り
︑
内
府
は
自
ら
の
所
有
物
を
失

う
危
険
に
対
し
対
策
を
講
じ
る
必
要
に
気
づ
く
一
方
︑
他
に
勝
利
を
得
る
手
立
て
を
模

索
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
か
く
し
て
敵
は
全
軍
を
挙
げ
て
結
束
し
︑
前
線
八
万
の
兵
力

を
以
て
内
府
の
退
路
を
断
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
軍
事
行
動
や
同
盟
か
ら
く
る
新
た
な
騒

ぎ
の
立
役
者
は
︑
治
部
少
輔
で
あ
っ
て
︑
蟄
居
先
か
ら
戦
場
へ
と
誇
ら
し
く
返
り
咲
い

た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
摂
津
守
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
が
行
動
に
で
た
か
ら
こ
そ
︑
治

部
少
輔
は
意
気
揚
々
と
勇
敢
に
出
陣
し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
摂
津
守
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー

ノ
が
ミ
ヤ
コ
か
ら
佐
和
山
城
に
赴
き
︑
治
部
少
輔
を
呼
び
戻
し
︑
荘
厳
た
る
誓
い
に
よ

る
︑
幼
い
秀
頼
へ
の
忠
誠
の
も
と
︑
両
者
を
結
束
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
︒
後
に
彼
の
も

と
に
は
︑
薩
摩
︑
美
濃
︑
備
前
の
王
た
ち
︑
他
方
で
は
山
口
の
毛
利
殿
が
名
を
連
ね
る

こ
と
と
な
り
︑
こ
こ
に
新
た
な
国
々
の
全
兵
力
が
結
集
し
た
︒﹂

（
（1
（ Rè di Bigen

（
（（
（ C

inagondono: 

宇
喜
多
秀
家
︒

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, pp. （（ –（（ . “ C

ontro a questi arm
ossi D

aifù, e 

quantunque tenesse forze m
inori deʼ  suoi N

im
ici, vscì pronto alla battaglia, della quale 

restò V
incitore, hauendo soddutti alcuni a passare a fauor suo. M

orì com
battendo 

C
inagondono Rè di Bigen, e restaron prigionieri G

ibunoschi, e Tzunocam
i Agostino, e 

fù sì grande la strage, eʼ l tim
or di m

olti dʼ esser condotti a D
aifusam

a, che alcuni per 

non andarui ad accrescere il trionfo del V
incitore, segaronsi il ventre, secondo la 

costum
a di quelle barbare N

azioni. M
oridono Rè dʼ Am

angucci fuggito in O
zaca doue 

potea difendersi, vilm
ente arrendeoli.

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, pp. （（（ –（（（ . “ H

or D
aifusam

a, ancorche 

hauesse la m
età m

eno gente, non perciò sbigottì: m
a racconce in parte e in parte e 

lasciate a fornire a vn suo figliuolo le cose deʼ  Regni al C
antò, calò giu difilato a dare, o 

riceuere la battaglia, e sʼ accam
pò in faccia aʼ  nem

ici: i quali se hauessero consentito ad 

Agostino il com
ando di G

enerale, la battaglia era vinta. M
ai collegati com

andauano 

ciascun la sua gente, senza volersi suggettar lʼ vno allʼ altro. C
osì doue tutti eran capo, 

non faceuano vn corpo. Pur veram
ente la cagione dellʼ vniuersal loro disfacim

ento, fu, 

che in suʼ l dare alla battaglia, m
ouendosi brauam

ente a incontrare, di qua Agostino in 

testa, alla vanguardia, e di là il nem
ico, certi Signori della lega, già conuenutisi del 

tradim
ento, si spiccarono dalle loro ordinanze, e seco le schiere che conduceuano, 

corsero ad vnirsi con D
aifù: e fu quella horribile fellonia G

iapponese, sì im
prouisa aʼ  

com
pagni, che com

e adom
brati, stordirono, scom

pigliaronsi, e stettero suʼ l dar volta: 

…
 e qui C

iunagondono Signore di Bigen, e di due altri R
egni, perdè a vn colpo di 

scim
itarra la testa, e le corone, G

ibunosci, e A
gostino, accerchiati, e chiusi, si 

renderono presi, …
 M

oridono, con tutti i suoi quaranta m
ila, li riparò ad O

zaca, m
a sì 

inuilito, e vinto senza hauer m
ai com

battuto, che sopragiuntoui D
aifù, …

”

﹁
目
下
︑
内

府
様
は
半
分
以
下
の
兵
力
を
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
途
方
に
暮
れ
る
こ
と

は
な
く
︑
所
々
で
立
て
直
し
を
図
り
︑
関
東
の
国
々
に
つ
い
て
は
︑
彼
の
息
子
に
後
事

を
託
し
た
︒
そ
し
て
︑
戦
に
受
け
て
立
つ
た
め
に
そ
そ
く
さ
と
進
軍
し
︑
敵
の
正
面
で

野
営
し
た
︒
敵
方
の
軍
勢
は
将
軍
の
指
揮
権
を
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
に
譲
っ
た
ら
︑
戦
で
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負
け
て
し
ま
っ
た
︒﹇
敵
方
の
﹈
同
盟
軍
は
各
々
が
命
令
を
下
し
︑
互
い
に
指
揮
下
に
入

る
こ
と
は
欲
し
て
い
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
皆
が
頭
と
な
っ
て
し
ま
い
︑
体
の
部
分
が

な
い
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑
彼
ら
の
全
軍
総
崩
れ
の
原
因
は
︑
戦

争
に
臨
む
に
あ
た
り
︑
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
を
頭
目
と
し
た
敵
方
が
彼
方
に
見
え
る
前
線

で
の
作
戦
会
議
の
時
間
が
短
く
︑
同
盟
を
結
ん
で
い
る
領
主
た
ち
の
何
人
か
に
既
に
裏

切
り
者
が
お
り
︑
彼
ら
は
命
令
や
取
る
べ
き
陣
形
を
無
視
し
て
︑
内
府
に
合
流
す
べ
く

走
り
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
戦
慄
す
べ
き
日
本
流
の
裏
切

り
行
為
で
あ
っ
た
︒
突
如
と
し
て
﹇
内
府
の
﹈
仲
間
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
︑
敵

方
は
お
ど
お
ど
し
て
し
ま
い
︑
仰
天
︑
混
乱
し
︑
引
き
返
す
し
か
な
か
っ
た
︒（
中
略
（

こ
こ
で
備
前
の
領
主
で
他
に
二
ヶ
国
を
持
つ
中
納
言
殿
は
︑
刀
の
一
撃
で
頭
部
と
王
位

を
な
く
し
︑
治
部
少
輔
と
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
は
︑
敷
か
れ
た
包
囲
網
が
狭
め
ら
れ
︑
降

伏
し
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
︒（
中
略
（
毛
利
殿
は
全
兵
力
四
万
を
引
き
連
れ
て
︑
大
坂

防
衛
の
任
に
就
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
戦
意
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
︒
内
府
の
不
意
打

ち
を
食
ら
い
︑
戦
わ
ず
し
て
勝
利
を
譲
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒﹂

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, p. （（（ . “ qui C

iunagondono Signore di 

Bigen, e di due altri Regni, perdè a vn colpo di scim
itarra la testa”

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （（ . “ C

on questa prosperità di fortuna corse a rouinar 

tutti i Regni deʼ N
im

ici, e in breuissim
o tem

po diuenne D
om

inator del G
iappone. Indi 

tolse aʼ  più potenti la V
ita, aʼ  Sospetti le D

ignitadi, e a tutti suoi affezionati diè prem
i, e 

onori, e con tali azioni trouossi Im
peradore di sessanta sei Regni. M

antenne, com
e nato 

di N
obil sangue la N

obiltà a sua diuozione, diuerso da Taicosam
a che nato vilm

ente, 

godea dello sterm
inio deʼ  N

obili.”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, p. （（（ . “ Q

uinci proseguito coʼ suoi eserciti 

il corso della vittoria, andò tutto a predare, e distruggere i Regni de C
ollegati: e tra per 

lo punir de nem
ici, eʼ l prem

iar degli am
ici, il nuouo Im

peradore, o T
iranno che 

vogliam
 dirlo, m

utò faccia a tutto il G
iappone. Peroche quantunque D

aifusam
a non 

togliesse la vita fuor che solo a tre deʼ  suoi auuersari, pur tanto gli aggrauò di m
iserie, 

disertandoli dʼ ogni bene, che quella parue non m
ansuetudine, m

a crudeltà, quası 

volesse lasciar loro la vita, sol perche piu stentato, e piu lungo hauessero il m
orire.”

﹁
勝

利
の
行
き
つ
く
先
は
︑
軍
隊
を
随
伴
さ
せ
て
﹇
敵
方
の
﹈
同
盟
軍
の
国
々
を
掠
奪
し
破

壊
し
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
︒
新
た
な
皇
帝
︑
我
々
が
言
う
と
こ
ろ
の
暴
君
は
︑
敵
方
を

罰
し
︑
友
人
に
褒
美
を
取
ら
せ
︑
日
本
全
土
の
状
況
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ

た
︒
内
府
様
は
︑
逆
徒
三
名
以
外
の
命
は
奪
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
敵
方
を
惨
め
な

状
況
へ
と
追
い
や
り
︑
各
々
の
財
産
を
奪
っ
た
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
︑
穏
健
で
は
な
く

残
酷
な
よ
う
に
見
え
た
︒
つ
ま
り
︑
ギ
リ
ギ
リ
の
生
活
を
さ
せ
︑
よ
り
長
く
死
を
味
わ

せ
る
た
め
だ
け
に
︑
命
を
奪
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒﹂

（
（（
（ C

ristiana Religione

（
（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （（ . “ Prouò in questi rauuolgim

enti di fortuna anche 

le sue vicende la C
ristiana R

eligione, poiche D
aifusam

a am
auala per lʼ interesse, 

odiauala per la legge, m
ostrauasi coʼ  Bonzi Idolatra; m

a com
e tutto scelerato politico 

nella sua Legge, aglʼ Iddij non credeua. V
ietò aʼ  N

obili la Fededi C
risto, poscia onorò i 

Vescoui, e queʼ  Padri, che più portauan nel volto, e nellʼ opere venerazione; m
a 

grandʼ esca allʼ incendio della persecuzione aggiugneuano Inghilesi, e O
landesi, diuenuti 

più N
im

ici deʼ  C
attolici, che dʼ Idolatri”

（
（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, p. （（（ . “ Era D

aifusam
a di religione 

Pagano, sì fattam
ente però, che non ispasim

aua punto dʼ am
ore, nè dʼ Am

ida, la cui 

setta professaua, nè di niunʼ altro Iddio: politico piu che idolatro, com
ʼ è ordinario de 

Principi G
iapponesi …

 Q
uanto alla legge di C

hristo, e lʼ odiaua, o lʼ am
aua, lʼ vno, e 

lʼ altro per interesse.”

﹁
内
府
様
は
異
教
徒
で
あ
っ
た
が
︑
実
際
の
と
こ
ろ
︑
愛
情
も
阿
弥

陀
も
︑
自
ら
が
公
言
し
て
や
ま
な
い
阿
弥
陀
の
宗
派
に
も
︑
他
の
異
教
神
に
す
ら
執
着

し
て
い
な
か
っ
た
︒
偶
像
崇
拝
者
と
い
う
よ
り
も
︑
日
本
の
君
主
た
ち
の
慣
習
と
し
て

政
治
的
に
支
持
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
っ
た
︒（
中
略
（
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
つ
い

て
言
え
ば
︑
双
方
を
利
益
と
天
秤
に
か
け
︑
ひ
ど
く
嫌
っ
た
り
︑
愛
し
た
り
し
て
い
た

の
で
あ
る
︒﹂
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（
（11
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, p. （（（ . “ C

hi attizzò, ed accese in 

distruttion della Fede, lo sdegno, che D
aifusam

a si couaua nel cuore, furono H
eretici, e 

Idolatri: sa Iddio quai di loro fossero i peggiori: il certo è, che gli vni, e gli altri eran 

pessim
i. Q

uegli, O
landesi e Inglesi;”

﹁
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
破
壊
へ
導
く
よ
う
扇
動
し
︑

焚
き
つ
け
て
い
た
も
の
︑
内
府
様
の
内
に
秘
め
て
い
た
軽
蔑
の
先
に
あ
る
も
の
︑
そ
れ

は
異
教
徒
た
ち
で
あ
り
︑
偶
像
崇
拝
主
義
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
の
異
教
神
は
悪
人

で
あ
り
︑
彼
ら
が
双
方
と
も
に
最
悪
な
の
は
間
違
い
な
い
︒
つ
ま
り
オ
ラ
ン
ダ
人
と
イ

ギ
リ
ス
人
で
あ
る
︒﹂

（
（1（
（ rouinolli tutti

（
（1（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （（ . “ V

dendo le discordie deʼ  G
ouernatori, e deʼ  Rè 

confinanti, rouinolli tutti ò con la forza, ò con lʼ astuzia, perche benche fosse dʼ anim
o 

generoso, non sopportaua, chʼ altri sʼ aggrandisse con quelle m
edesim

e arti, con le quali 

egli haueasi acquistato lʼ Im
perio”

（
（1（
（ X

ongun

（
（1（
（ C

olpo: 

打
撃
︑
銃
声
︑
突
発
の
行
為
︑
不
意
の
出
来
事
︒

（
（1（
（ Foccocù

（
（1（
（ 

国
松

（
（1（
（ Sorunga

（
（1（
（ 

﹁
新
約
聖
書
　
マ
タ
イ
伝
第
二
二
章
﹂
に
出
て
く
る
﹁
悪
い
農
夫
の
譬
﹂
こ
の
譬
で
は
︑

イ
エ
ス
の
教
え
を
理
解
し
な
い
神
の
民
か
ら
神
の
国
は
取
り
上
げ
ら
れ
︑
そ
れ
が
異
邦

人
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
︒
異
邦
人
︑
い
わ
ゆ
る
日
本
人
キ
リ
シ
タ
ン

た
ち
が
︑
イ
エ
ス
の
教
え
を
従
順
に
守
る
が
ゆ
え
に
︑
逆
に
迫
害
の
憂
き
目
に
あ
う
状

況
を
強
く
印
象
づ
け
る
た
め
に
︑
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

（
（1（
（ Id., Elogi di capitani illustri, pp. （（ –（1 . “ C

orrea lʼ anno （（（（ . quando conoscendosi 

graue dʼ età, e inferm
iccio, desideraua stabilir la C

orona sùʼ l C
apo di X

ongun suo 

Prim
ogenito, e perche Findeiori a cui hauea vsurpato lʼ Im

perio erasi fortificato in 

O
zaca, non senza speranza di racquistar lʼ Im

perio paterno dopo la m
orte di D

aifusam
a: 

Q
uesti preuedendo il colpo, andò ad assediarlo in O

zaca; m
a nulla hauendo operato 

con la forza, voltossi aglʼ inganni, rappacificandosi insiem
e con giuram

enti agli Iddij del 

G
iappone, sottoscritte ancora le condizioni della pace col sangue dʼ am

endue. Seruì 

lʼ accordo del Vecchio per ingannare il G
iouane, perche D

aifu, hauendo ordito 

tradim
ento segreto, con poderoso esercito prese O

zaca, doue lʼ vccisione stancò le 

destre, non la volontà degli V
ccisori, non perdonandosia sesso, ad età, àʼ  buoni, à Rei, 

perdendosi anche tra le fiam
m

e il gran tesoro, che in quella fortezza haueua vn tem
po 

raguoato lʼ auarissim
o Taicosam

a Padre di Findeiori. Saluossi per fortuna Findeiori con 

la fuga neʼ  R
egni di Foccocù, ed essendo rim

asto in m
an del V

incitore vn di lui 

figliuolo dʼ anni sette, perche a sangue reale, che può aspirare a D
om

inio daʼ  Tiranni 

non si perdona; questi, benche fanciullo, vedendosi condotto ad essergli segata la gola, 

generosam
ente chiam

ò spergiuro D
aifù, il quale trionfante dʼ hauer distrutta O

zaca, 

andò a Sorunga; m
a poco allegro della vittoria per essersi Findeiori saluato. C

om
andò 

poi, che sʼ abbattessero tutte le Fortezze del G
iappone, e contro a C

ristiani, e 

C
oltiuatori della V

igna di C
risto vsò aspri rigori, sicche col m

olto sangue deʼ  Barbari, 

andò non poco sangue deʼ  Fedeli.”

（
（（1
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, pp. （（（ –（（（ . “ D

aifusam
a, sentendosi 

horam
ai per vecchiezza cascante sotto piu di settantadue anni, di troppo m

al cuore 

m
oriua, perche non lasciaua si ben ferm

a in capo al X
ongun suo prim

ogenito, la 

corona della m
onarchia G

iapponese, …
 non accadea gran pensaiui per rinuenirlo: cio 

fu, m
entrʼ  egli era viuo, e hauea la scim

itarra in pugno, m
ozzar le m

ani a quanti, m
orto 

lui; le potessero adoperare contro alla vita di suo figliuolo e vccidere Findeiori, a cui 

non hauea fatto nulla con torgli la corona giustam
ente douuta gli, se anche non gli 

toglieua la testa …
 D

a tutto cio gli pareua continuo: sentirsi dire che lʼ  Im
perio, m

orto 

lui, ricadrebbe dal figliuolo suo padrone, a quel di Taicosam
a herede. C

ercò dunque di 

trarlo fuori dʼ O
zaca; tesigli per tutto intorno lacci, …

 il che veduto, D
aifusam

a, lasciò: 

com
e disutile, il piu giucare dʼ astutie, e si diè a far tutto da vero con la forza, 
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accorrendo a serrar Findeiori in assedio …
 senon che D

aifusam
a, destrissim

o in vsar la 

frode doue non giungeua il valore, m
andò per suoi huom

ini sparger voce, fino a farlo 

vdire, e credere a Findeiori, che vʼ  hauea tradim
ento in O

zaca: onde il giouane si lasciò 

ageuolm
ente condurre a trattar di pace, m

en vantaggiosa, che a lui vincitore non si 

conueniua: Se ne stipularono i patti, sottoscritti col sangue dʼ am
endue le parti, e 

solennissim
am

ente giurati per tutti glʼ Iddij del G
iappone, deʼ quali Findeiori era 

diuotissim
o, D

aifusam
a punto non ne credeua; onde poi così fedelm

ente osseruò le 

prom
esse, com

e le hauea santam
ente giurate”

﹁
内
府
様
は
七
二
歳
を
過
ぎ
て
老
化
に
よ

る
身
体
の
衰
え
を
感
じ
て
い
た
︒
心
臓
の
状
態
も
非
常
に
悪
く
死
に
か
け
て
い
た
︒
と

い
う
の
も
︑
彼
の
長
子
を
将
軍
の
座
︑
つ
ま
り
日
本
の
王
国
の
王
座
に
据
え
置
い
て
い

な
か
っ
た
か
ら
だ
︒（
中
略
（
内
府
様
に
は
次
の
よ
う
な
案
が
頭
に
浮
か
ん
だ
の
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
は
︑
彼
が
生
き
た
ま
ま
︑
刀
を
握
り
し
め
︑
両
手
を
切
断
す
る
︒
そ
の
両
手

を
息
子
の
人
生
の
た
め
に
使
い
︑
秀
頼
を
殺
せ
た
ら
と
︒
内
府
様
に
は
秀
頼
か
ら
王
座

を
奪
う
大
義
が
無
く
︑
頭
を
切
り
落
と
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
︒（
中
略
（
そ

う
し
た
全
て
の
こ
と
か
ら
内
府
様
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
た
︒「
内
府
様
の
死
後
︑
帝
権
は
︑
帝
権
の
庇
護
者
た
る
息
子
の
も
と
か
ら
︑
太
閤
様

の
相
続
人
で
あ
る
秀
頼
の
も
と
に
渡
っ
て
し
ま
う
」
と
︒
内
府
様
は
︑
秀
頼
を
大
坂
の

外
に
連
れ
出
し
て
︑
彼
の
周
囲
に
罠
を
仕
掛
け
ら
れ
は
し
な
い
か
と
模
索
し
て
い
た
︒

（
中
略
（
内
府
様
は
様
子
を
見
る
こ
と
に
し
た
︒
無
能
な
よ
う
に
見
え
る
が
︑
彼
は
何
よ

り
も
術
策
を
弄
す
る
の
で
あ
る
︒
す
る
と
︑
突
如
と
し
て
駆
け
つ
け
︑
秀
頼
を
包
囲
し
︑

力
攻
め
に
転
じ
た
の
で
あ
る
︒（
中
略
（
し
か
し
な
が
ら
︑
内
府
様
は
こ
の
上
な
く
狡
猾

な
人
物
で
あ
っ
た
ゆ
え
︑
武
勇
に
訴
え
る
こ
と
は
せ
ず
に
︑
欺
瞞
工
作
を
施
し
た
︒
つ

ま
り
︑
複
数
の
人
間
を
使
っ
て
︑
秀
頼
の
耳
に
入
る
程
度
に
ま
で
噂
を
拡
散
し
た
の
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
大
坂
で
は
裏
切
り
者
で
通
っ
て
い
た
秀
頼
を
信
用
す
る
よ
う

に
仕
向
け
た
の
で
あ
る
︒
す
る
と
若
君
は
︑
和
平
交
渉
の
席
に
ま
で
︑
易
々
と
出
て
き

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
若
君
は
勝
者
と
言
え
る
ほ
ど
有
利
な
立
場
で
は
な
か
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
︒
両
者
は
互
い
の
血
判
状
と
︑
日
本
の
全
神
々
の
面
前
で
の
厳

か
な
誓
い
を
も
っ
て
︑
和
平
を
締
結
し
た
︒
秀
頼
は
そ
の
和
約
を
信
じ
切
っ
て
い
た
が
︑

内
府
様
は
と
い
う
と
信
用
し
て
い
な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
秀
頼
は
神
聖
な
る
誓
い
か

の
よ
う
に
諸
々
の
和
約
を
誠
実
に
遵
守
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒﹂

（
（（（
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, pp. （（（ –（（（ . “ C

io fu, che appena 

Fideiori hebbe il piè fuor della Fortezza, che certì pochissim
i suoi seruidori vecchi, aʼ  

quali ne hauea raccom
data la guardia, vi m

ise fuoco in piu lati 

（tradim
ento, che 

D
aifusam

a hauea da essi com
pero a gran denari

（ o in leuarsene un fum
o e le fiam

m
ea 

vista di Fideiori, ito già al quanto oltre egli battendosi, sclam
ando alle stelle, diè volta, e 

coʼ  suoi dietro, rinfusi, e disordinati, vʼ accorse a cam
par dallʼ incendio la m

adre, eʼ l 

figliuolo, e se nulla potea del tesoro, chʼ era vna ricchezza, che altrettanto non ne hauea 

tutto il G
iappone …

. O
zaca, la C

ittà, e la Fortezza, presa da vincitor, rubata, còrsa, 

m
esso tutto lʼ hauere a ruba, gli habitatori al ferro, gli edifici al fuoco, in poco piu di 

cinque hore fu cenere. C
hi il vide, e ne fu anche a parte, scriue, che al pazzo 

discorrim
ento deʼ  persecutori, e deʼ  perseguitati, alle diuerse grida, e stridori, e tum

ulto 

de gli vni, e de gli altri, alla strage, tra de gli vccisi, e de gli arsi viui, e allʼ horribil 

diffondersi delle fiam
m

e, portate da vna furia di vento, che allora appunto traheua, non 

potea rappresentarsi sopra la terra im
agine piu espressiua dellʼ inferno. Il tesoro di 

Findeiori, chʼ era lo spoglio, che di tutto il G
iappone hauea fatto per tanti anni, lʼ  

auarissim
o Taicofania suo padre, tutto tel diuoraron le fiam

m
e; perdita inestim

abile, 

senon quanto pur se ne trasser di poi le m
asse dellʼ oro; e dellʼ  argento, colati, e 

confusi …
 nè sol di Findeiori, e deʼ  suoi intim

i; e capitani, che si ripararon neʼ  Regni 

del Foccocu, …
 Ben generoso fu il m

orir che fece un figliuolo di Findeiori, fanciullo di 

sette anni, che in porger la gola a segargliela fu gli occhi di D
aifusam

a, hebbe cuore di 

rinfacciargli la fellonia dello spergiuro, rotta sotto fede la pace allʼ innocente suo padre. 

E D
aifusam

a allʼ incontro, rim
prouerò a Findeiori la sua pazza pietà, …

”

﹁
秀
頼
は
︑
護

衛
を
任
せ
て
い
る
年
老
い
た
従
者
数
人
を
従
え
て
城
外
へ
出
る
や
い
な
や
︑
広
範
囲
に

火
の
手
が
上
が
っ
た
︒（
内
府
様
は
大
金
を
つ
か
っ
て
彼
ら
を
買
収
し
た
の
で
あ
る
（
秀
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頼
の
眼
前
に
飛
び
込
ん
で
き
た
も
の
は
︑
立
ち
上
が
る
煙
と
火
柱
で
あ
っ
た
︒
彼
は
多

数
の
敵
と
戦
う
一
方
で
︑
天
を
仰
い
で
叫
び
︑
引
き
返
し
︑
後
方
に
い
た
部
下
と
と
も

に
混
乱
の
な
か
撤
退
し
た
︒
日
本
中
の
宝
を
か
き
集
め
て
も
︑
な
お
も
そ
れ
を
上
回
る

ほ
ど
に
豊
富
に
あ
っ
た
宝
を
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
母
と
息
子
は
火
災
か
ら

救
い
出
せ
る
こ
と
に
秀
頼
は
気
づ
い
た
︒（
中
略
（
大
都
市
で
あ
り
城
塞
の
あ
る
大
坂
は
︑

勝
者
の
も
の
と
な
り
︑
窃
盗
︑
掠
奪
に
晒
さ
れ
︑
あ
る
物
全
て
が
盗
ま
れ
︑
住
民
は
剣

を
突
き
付
け
ら
れ
︑
建
物
に
は
火
が
付
け
ら
れ
︑
五
時
間
も
経
た
な
い
う
ち
に
灰
燼
に

帰
し
た
︒
こ
の
状
況
を
見
て
︑
以
下
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
者
が
い
る
︒「
迫
害
す

る
側
︑
さ
れ
る
側
の
狂
っ
た
よ
う
な
口
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
︑
方
々
か
ら
叫
び
声
や
鋭

い
音
︑
双
方
で
揉
め
て
い
る
喧
騒
が
聞
こ
え
て
く
る
︒
殺
さ
れ
た
死
体
︑
生
き
た
ま
ま

焼
か
れ
た
焼
死
体
と
い
っ
た
大
虐
殺
の
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
︒
恐
る
べ
き
こ
と
に
︑

今
ま
さ
に
吹
き
上
が
っ
た
突
風
に
煽
ら
れ
火
の
手
が
広
が
り
︑
地
上
の
光
景
は
地
獄
と

言
う
以
上
に
な
ん
と
表
現
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
有
様
で
あ
っ
た
︒」
と
︒
没
収
さ
れ

た
秀
頼
の
財
宝
は
︑
こ
の
上
な
い
吝
嗇
家
で
︑
秀
頼
の
父
で
あ
っ
た
太
閤
様
が
︑
長
年

に
渡
っ
て
日
本
中
か
ら
集
め
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
全
て
は
火
炎
に
飲
み
込

ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
︒
失
わ
れ
た
品
々
は
評
価
で
き
な
い
ほ
ど
莫
大
で
︑
も
し
失

わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
︑
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
た
大
量
の
金
銀
が
ど
れ
だ
け
出
て
き
た
だ

ろ
う
か
︒（
中
略
（
や
は
り
秀
頼
だ
け
は
︑
側
近
と
武
将
と
と
も
に
北
国
の
国
々
で
匿
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒（
中
略
（
秀
頼
の
息
子
は
︑
齢
七
歳
の
童
子
で
あ
っ
た
が
︑
天
晴

な
る
か
勇
壮
に
散
っ
て
い
っ
た
︒
内
府
様
が
目
の
当
た
り
に
し
た
も
の
は
︑
首
を
差
し

出
し
︑
ま
さ
に
首
が
刎
ね
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
秀
頼
の
息
子
の
姿
で
あ
っ
た
︒
息
子

は
︑
虚
偽
の
宣
誓
に
よ
る
裏
切
り
︑
す
な
わ
ち
無
罪
の
父
と
の
和
平
が
信
頼
の
も
と
に

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
破
棄
さ
れ
た
こ
と
を
︑
内
府
様
に
対
し
面
と
向
か
っ
て
非
難

す
る
ほ
ど
︑
肝
が
据
わ
っ
て
い
た
︒
内
府
様
は
︑
息
子
と
対
峙
す
る
と
恩
着
せ
が
ま
し

く
も
温
情
を
か
け
た
︒（
後
略
（﹂

（
（（（
（ Luiz Pinheiro, Relacion del sucesso que tuuo nuestra Santa Fe en los reynos del Iapon.

﹇im
print: lacking

﹈, （（（（ . （
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
（

（
（（（
（ Id., pp. （1（ –（1（ . “ Luego que salio, algunnos de sus antiguos soldados, cohechados 

（com
o se entiende

（ con prom
essas del Em

perador, y juntam
ente sentidos de que 

hizeisse m
as confiança de otros visoños, y m

as nueuos en la m
ilicia, pegaron fuego a la 

fortaleza, con que el Principe, y m
uchos de sus C

apitanes tem
ieron sem

ejante traycion 

en el exercito, y assi se recelaua cada vno del am
igo, com

o del em
em

igo y com
o el 

Principe tenia en la fortaleza su m
adre, y m

ugerm
 fue fuerça acudir les con algunos 

C
apitanes: …

 fue fam
a, per falsa, que el Principe auia m

uerto, antens se retirò con su 

m
adre, y m

uger al Foccosu, …
”

﹁
そ
れ
か
ら
秀
頼
は
︑
古
参
兵
数
名
を
引
き
連
れ
て
城

外
へ
で
た
︒
皇
帝
と
密
約
を
交
わ
し
た
内
通
者
た
ち
は
︑
秀
頼
が
新
参
者
と
他
の
多
数

の
兵
士
た
ち
を
重
用
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
お
り
︑
城
塞
に
火
を
放
っ
た
の

で
あ
っ
た
︒
王
子
と
武
将
の
多
く
は
同
様
の
裏
切
り
を
恐
れ
て
お
り
︑
自
軍
内
で
敵
か

味
方
か
区
別
が
つ
か
ず
不
安
に
陥
る
有
様
で
︑
城
内
に
は
母
と
妻
が
い
た
た
め
︑
数
人

の
武
将
と
と
も
に
武
器
を
持
っ
て
す
ぐ
に
駆
け
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た
︒（
中

略
（
有
名
な
話
で
は
あ
る
が
︑
王
子
が
死
ん
だ
と
い
う
の
は
嘘
で
あ
る
︒
そ
れ
ど
こ
ろ

か
彼
は
母
︑
妻
と
と
も
に
北
国
へ
と
落
ち
延
び
た
︒﹂

（
（（（
（ Anthony Farington, Th

e English factory in Japan 1613–1623 Volum
e 1, London, Th

e 

British Library, （（（（ , pp. （（（ –（（（ . 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
博
士
の
ご
教
示
に

よ
る
︒

（
（（（
（ N

FJ （（（ , fos. （（ v–（（ v, （
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
所
蔵
（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス

博
士
の
ご
教
示
に
よ
る
︒

（
（（（
（ Arnoldus M

ontanus,  G
edenkw

aerdige gesantschappen der O
ost-Indische M

aetschappy in 

‘t Vereenigde N
ederland, aen de K

aisaren van Japan, Am
sterdam

, Jacob M
eurs, （（（（ . 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
博
士
の
ご
教
示
に

よ
る
︒

（
（（（
（ Erasm

us Franciscus, N
eu-polirter G

eschicht- Kunst- und Sitten-Spiegel ausländischer 

Völcker. N
urnberg, Endter, （（（1 . 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
（
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
博
士
の
ご
教
示
に
よ
る
︒
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（
（（（
（ V

irtù

（
（（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （1 . “ G

iunta lʼ ora della sua m
orte essendo dʼ anni （（ . 

volle per testam
ento esser seppellito nel più alto M

onte del G
iappone, per trouarsi, 

com
ʼ eʼ  dicea, più vicino al C

ielo, e accioche iui con lʼ occasione dʼ vn Idolo si venerasse 

daʼ  Posteri la sua persona. M
orì del （（（（ . Fù di m

ezzana statura, spaziosa fronte, 

occhio torbido. H
ebbe V

irtù; m
a superata daʼ vizi, auido, generoso, prudente, astuto. 

V
inse più col consiglio, che con lʼ arm

i, m
ostrò credenza aglʼ  Iddij; m

a deglʼ Iddij 

burlossi. Lasciò il Figliuolo dellʼ Im
perio, e delle contenzioni Erede.”

（
（（1
（ Id., D

ell’historia della C
om

pagnia di G
iesu, pp. （（（ –（（（ . “ D

aifusam
a dunque 

vecchio dʼ horam
ai settantatrè, se non piu anni, e colm

o di quante sceleraggini capono 

in vnʼ huom
o senza D

io, Iddio il chiam
ò a rendergliene la douuta m

ercede, fra quegli, 

vn deʼ  quali egli stesso m
orendo protestò dʼ essere, non huom

o, disse egli, m
a Spirito: e 

cio per am
bitione di farsi annouerare fra la piu nobil razza deʼ  C

am
i, deʼ  quali gli altri 

furono huom
ini, questi, dem

oni m
ezzo dom

estici, che tal volta si fan vedere a queʼ  

ciechi idolatri, ed essi consacrano loro Tem
pi, e ve gli adorano in grado di Sem

idei. Il 

tenerne che si fece alcun tem
po sotto gran segreto celata la m

orte, diè assai che suariar: 

lʼ vn dallʼ altro, a quegli, che ce ne volsero scriuere il di preciso: e benche poco m
onti 

sapere in che dì appunto il m
ondo perdesse vna bestia, pure i piu sʼ accordano, che nel 

dicesettesim
o di della quarta Luna, cioè nel prim

o di G
iugno del （（（（ . Il suo corpo, 

ordinò egli per testam
ento che gliel sepellissero vicinissim

oo al cielo, cioè fu la punta 

dʼ vna delle piu eleuate m
ontagne che sia in G

iappone, nonche in C
onzuche, douʼ ella è, 

e si chiam
a N

itguò, tre giornate lungi dalla C
orte di lendo.”

﹁
年
老
い
た
内
府
様
は
齢

七
三
歳
を
目
前
と
し
て
い
た
︒
悪
辣
非
道
が
蔓
延
る
神
﹇D

io

﹈
な
き
人
の
世
︒
そ
の
な

か
で
彼
は
頂
点
に
立
っ
た
︒
異
教
神
が
彼
を
呼
び
︑
し
か
る
べ
き
褒
美
を
与
え
た
︒
死

に
ゆ
く
彼
は
言
う
の
で
あ
っ
た
「
私
は
明
言
し
よ
う
︑
私
は
人
で
は
な
い
︒
魂
そ
の
も

の
で
あ
る
︒
か
つ
て
人
間
で
あ
っ
た
神
々
に
は
︑
最
も
高
貴
な
一
族
に
並
べ
ら
れ
た
い

と
い
う
野
望
が
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
親
近
感
を
覚
え
る
悪
魔
た
ち
は
︑

時
折
盲
目
の
偶
像
崇
拝
者
と
し
て
姿
を
現
し
︑
寺
院
を
捧
げ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で

彼
ら
は
私
を
半
神
に
列
し
︑
崇
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
」
と
︒
少
し
経
っ
て
︑
内
府

様
は
十
分
に
趣
向
を
凝
ら
し
つ
つ
︑
悠
然
と
し
て
静
か
に
ひ
っ
そ
り
と
息
を
引
き
取
っ

た
︒
周
囲
の
者
は
お
互
い
︑
正
確
な
状
況
を
記
し
た
い
と
思
っ
て
は
い
た
が
︑
世
界
か

ら
一
人
の
愚
か
者
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
程
度
に
し
か
知
れ
渡
ら
な
か
っ
た
︒
皆
の

見
解
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑
太
陰
暦
一
七
日
目
︑
す
な
わ
ち
一
六
一
六
年
六
月
一

日
に
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
内
府
様
の
身
体
は
︑
彼
が
か
つ
て
遺
言
で
遺
し
た

よ
う
に
︑
天
に
非
常
に
近
い
場
所
に
埋
葬
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
に
小
高
く
そ
び

え
る
山
の
一
つ
︒
そ
こ
は
江
戸
か
ら
三
日
ほ
ど
か
か
り
︑
大
権
現
と
も
日
光
と
も
呼
ば

れ
る
︒﹂

（
（（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （（ . “ C

aroli A
ndreæ Sinibaldi Eq. S. Iacobi. 

C
H

ryfarum
 Im

perio potitur, ferroque potenti. Belligeras gentes D
aifusam

a m
etit. 

Legitim
um

 hæredem
 sternit, Regisque sequaces O

ppositos iugulat, proxim
aque arm

a 

dom
at. N

ostros, atque suos inuoluit funere M
ystas; N

on vno, aut m
ultis credulus ille 

D
eis. At prudens tam

en, &
 vafer; vt virtutibus æquet Tot vitia, huic quoties expedit illa 

sequi. Alto in m
onte statim

 m
oriendo iussit hum

ari, Esset vt æthereo proxim
us ille 

Polo. Siulius, qui nescit; quòd non scandatur O
lym

pus C
orpore, sed pura m

ente, 

anim
oque pio.”

（
（（（
（ Id., Elogi di capitani illustri, p. （（ . “ Bartholom

æi C
raffi

. I. C
. N

O
bilis, acri anim

o, 

celsi sub vertice m
ontis Se condi iussit; D

aifusam
a ferus; M

ortuus, vt cœ
lo, D

iuisque 

propinquior esset; At sua barbaries, turpior inde patet.”




