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靄洋の期初うけ於に本 日

　

第
十
六
世
紀
の
前
年
期
か
ら
現
代
に
及
ぶ
¶こ
こ
ろ
の
西
洋
文
化
の
輸
入
S
い
ふ
綜
括
的
な
大
き
な
歴
史
約
事
實
の
う
ち
に
は
、
個
々
の
さ
ま

ざ
ま
な
禺
來
事
が
含
ま
れ
て
み
る
。
之
を
繪
蠡
の
方
面
に
關
保
せ
し
め
て
考
へ
る
時
は
、
西
洋
高
騰こ
い
ふ
一
個
の
新
ら
し
い
外
來
者
を
迎
へ
る

こ
ぐこ

な
り
、
そ
の
新
生
活
が
煢
ま
れ
始
め
で
、
わ
が
近
世
繪
識
史
上
に
一
味
の
清
新
な
る
雰
圍
氣
を
見
出
さ
し
め
る
に
至
っ
て
み
る
の
で
あ

る
。
或
意
味
に
於
て
、
わ
が
近
世
に
於
け
る
洋
畜
の
變
遷
は
、
西
洋
文
化
の
吸
収
¶こ
い
ふ
頗
る
重
大
な
る
近
代
的
事
變
の

一個
の
歴
史
的
断
面

噛こ
見
做
す
こ
、こ
が
で
き
る
。
從
っ
て
わ
が
初
期
に
於
け
る
洋
高
の
如
膏
も
、
要
す
る
に
西
洋
文
化
の
輸
入
,こ
い
ふ
歴
史
的
事
變
に
於
け
る
最
初

の
部
分
の
一
斷
贋
こ
認
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

第
十
六
世
紀
の
前
年
期
、
即
ち
わ
が
天
文
年
間
に
於
て
、
葡
萄
牙
船
が
始
め
て
わ
が
薩
摩
の
地
に
來
っ
て
貿
易
を
試
み
て
以
來
、
西
班
牙
、

英
吉
利
、
阿
蘭
陀
等
の
國
人
が
相
重
い
で
わ
が
國
に
來
っ
て
貿
易
に
従
事
し
、
こ
・
に
西
洋
文
物
の
輸
入
が
試
み
ら
れ
始
め
た
。
か
や
う
に
し

て
拓
か
れ
た
歐
洲
文
化
-こ
の
交
渉
は
、
わ
が
國
の
近
世
に
お
け
る
文
化
史
に
謝
し
て
、
大
小
種
々
な
る
満
文
を
投
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が

藝
術
史
的
方
面
に
お
け
る
西
洋
謁
の
萌
芽
の
如
き
も
、
こ
の
間
に
お
い
て
培
は
れ
た
も
の
な
る
こ
噛こ
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
な
が
ら
い
は

●

ゆ
る
初
期
に
お
け
る
わ
が
洋
高
の
生
長
に
つ
い
て
は
、
單
に
貿
易
事
業
に
一こ
も
な
へ
る
西
歐
文
化
の
物
質
的
方
面
の
輸
入
に
の
み
歸
着
せ
し
め

て
考

へ
難
い
も
の
が
あ
っ
た
。
即
ち
常
時
こ
れ
一こ
共
に
、
熾
烈
な
る
耶
蘇
教
宣
布
・こ
い
ふ
一
大
精
祕
運
動
が
試
み
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
が

國
の
信
仰
界
は
驚
く
べ
き
動
揺
を
き
た
し
た
の
で
あ
る
か
、
こ
の
宗
歡
的
運
動
に
結
合
し
て
、
西
洋
藩
法
が
わ
が
國
に
移
植
せ
ら
れ
る
機
運
を

高
か
め
る
に
至
っ
た
こ
・こ
は
、
こ
の
方
面
に
對
す
る
観
察
土
、
ま
つ
逸
し
て
は
な
ら
な
い
事
寶
・こ
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

わ
が
近
世
に
お
け
る
西
洋
謁
の
消
長
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
こ
れ
を
三
個
の
時
期
に
區
介
し
て
考
察
す
る
こ
、こ
が
で
き
る
。
第

一
期
は
天

文
十
年

(西
紀

一
五
四

一
年
)
葡
萄
牙
船
渡
來
か
ら
寶
永
五
年
(
西
紀
一
七
〇
八
年
)
に
わ
た
る
時

期
で
あ
っ
て
、
第
二
期
は
鬢
水
六
年
(
西

紀

一
七
〇
九
年
)
か
ら
幕
末

(
西
紀
一
八
六
七
年
)
ま
で
を
包
括
す
る
時
期
で
あ
る
。
第
三
期
は
幕
末
か
ら
現
在
に
至
る
時
期
・こ
な
す
事
が
で
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き
る
。
所
謂
わ
が
國
の
初
期
の
洋
薔
ご
は
、
こ
の
第

同
期
に
於
け
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
第
ご
期
及
び
第
三
期
は
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
其

　
性
質
を
異
に
し
、
繪
喬
史
上
に
於
け
る
出
來
事
こ
し
て
も
、
各
々
著
し
く
異
れ
る
雰
圍
氣
を
な
し
て
み
る
の
で
あ
る
・
此
第

一
期
こ
第
二
勤
惰こ

　
の
分
界
點
に
就
い
て
は
、
鬢
水
六
年
は
將
軍
綱
吉
が
薨
じ
て
家
宣
が
將
軍
ミ
な
っ
た
時
で
あ
っ
て
、
此
前
後
に
於
て
西
洋
文
明
の
進
歩
に
對
す

　
る
注
意
が
土
下
に
著
し
く
喚
起
せ
ら
れ
初
め
九
の
で
あ
る
。
新
井
白
石
の
西
洋
紀
聞
の
如
き
も
比
年
に
著
,は
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
・
足
れ
よ
り

　
約
十
年
の
以
後
に
於
て
、
宗
敏
以
外
に
於
る
洋
書
の
禁
が
解
か
れ
、
い
よ
い
よ
積
極
的
に
西
洋
文
明
の
研
究
が
試
み
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

　
カ
く
の
姐
き
新
研
究
に
つ
い
で
の
熱
心
は
、
端
な
く
も
西
洋
謌
法
に
對
す
る
研
究
を
促
が
す
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
逾
に
第
二
期
に
お
け
る

　
西
洋
高
の
新
ら
し
い
運
動
冷
喚
起
こ
す
端
緒
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
第

一
期
に
お
け
る
洋
識
が
耶
蘇
教
の
宣
布
・
即
ち
吉
利
支
丹
文
化

　
に
支
持
せ
ら
れ
て
大
に
發
展
を
逾
げ
た
の
に
對
し
て
、
第
二
期
に
お
い
て
は
之
れ
,こ
分
離
し
て
生
長
し
た
こ
、こ
が
認
め
ら
れ
る
・
こ
の
意
味
に

　
お
い
て
第
三
期
も
ま
た
第
二
期
ご
、
そ
の
趣
を

一
に
す
る
も
の
が
あ
っ
た
、こ
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
て
い
は
ゆ
る
第

】
期
に
於
て
は
・
海

　
外
,こ
の
交
易
の
隆
盛
に
件
っ
て
、
西
洋
菁
及
び
西
洋
識
法
を
想
起
せ
し
め
る
美
術
的
工
薬
品
の
多
数
が
、
わ
が
國
に
輸
入
せ
ら
れ
て
・
大
に
國

人
の
好
奇
心
を
昂
ふ
ら
せ
た
で
あ
ら
う
事
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
別
に
宗
教
に
結
合
し
た
幾
多
の
吉
利
支
丹
繪
の
類
が
輸
入
せ
ら
れ

　
た
こ
一こ
も
亦
怪
し
む
に
足
ら
な
い
事
-こ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
第

一
に
は
宗
敏
以
外
の
繪
薔
的
作
物
-こ
、
第
ご
に
は
宗
敏
關
係
の
繪
諾
的
作
物

　
ミ
の
二
様
の
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
我
國
に
輸
入
せ
ら
れ
て
、
所
謂
初
期
の
洋
高
の
生
長
に
謝
す
る
或
役
立
偏こ
な
っ
た
¶こ
い
ふ
事
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
加
ふ
る
に
更
に

一
歩
を
進
め
て
、
初
期
の
洋
書
の
生
長
に
就
い
て
は
、
別
に
著
し
く
積
極
的
な
る
事
情
が
之
れ
に
加
へ
ら
れ
で
る
た
。

即
ち
宗
教
宣
布
の
運
動
に
結
合
し
て
、
わ
が
國
人
が
西
洋
需
法
の
學
修
を
逾
げ
る
機
蓮
を
迎
へ
る
に
至
っ
て
み
た
事
で
あ
る
。

・　

常
時
、
東
方
亞
細
亜
の
方
面
に
勒
し
て
、
極
め
て
熱
心
な
る
耶
蘇
教
の
宣
布
が
試
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
情
に
就
い
て
は
・
そ
の
反
面
に
お

い
て
羅
馬
法
王
の
教
權
が
北
歐
の
地
方
に
失
は
れ
る
に
至
っ
た
事
に
も
關
係
が
あ
っ
た
。
第
十
六
世
紀
に
入
つ
で
以
來
・
ル
ー
テ
ル
の
宗
敏
改

革
の
叫
び
に
依
っ
て
新
教
徒
の
崛
起
を
來
た
し
た
結
果
、
羅
馬
ヵ
リ
リ
ッ
ク
敏
の
敏
標
的
領
域
は
著
し
く
局
限
せ
ら
れ
た
が
薦
め
に
・
新
ら
し

き
領
域
を
東
方
未
墾
の
地
に
求
め
て
、
之
を
補
な
は
ん
¶こ
欲
し
九
の
で
あ
っ
た
。
少
く
、こ
も
か
や
う
な
理
想
こ
抱
費
、こ
を
以
て
・
當
時
わ
が
國

5絡
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に
傳
道
し

て
み
た
宣
教
師
逹
は
、
布
敷

の
事
に
從

っ
て
み
た
事
を
疑
ひ
得
な

い
。
從

っ
て
そ
の
熱
心

に
至
っ
て
は
尋
常
で
な
か

っ
た
の
み
な
ら

ず

彼
等
は
實
に
殉
教

的
精

神
に
燃

え
て
み
た
の
で
、
毫
も
死
地
を
辭
せ
ず

敢
然
iこ
し
て
事

に
當
っ
て
み
た
事
が
認
め
ら
れ
、
同
時
に
死
力
を
蓋

し
て
新
ら
し
き

精
神
的
領
域
を
開

拓
し

て
行
っ
た

の
で

あ

る
。
か
の
耶

蘇
會

の

フ
ラ

ン
シ

ス
コ
・
ザ
ビ

エ
ル
師
が

天

文
十

八
年

(
西
紀

一
五

四

九
年
)

に
始
め

て
わ
が
薩
摩
に
來

っ
て
以

來
、
僅

か
に
十
数
年
を

出
で
ず

、
而
か
も
既
に
十
五
萬

の
信
者

こ
二
百

の
教

院
¶こ
五
十
九
名

の
弘

敖

者

こ
を
有
す

る
に
至

っ
た

¶こ
報

ぜ
ら
れ

て
る

る
が

、
そ

の
實
數

の
藤

香
は
別

こ
す

る
も
、
大
體
に
於
て
頗

る
迅
速

に
布
教
せ
ら
れ
て
行

っ
た

事
は

、
寧
ろ
驚
嘆
に
値
す
る
事
實

-こ
云

は
訟
ば
な
ら
ぬ
。
常
時
渡
來
の
宣
教
師

の
う
ち
に
は
、
學
術
的
素

養
も
あ
り
、
夂
種

々

な
る
技
術

に
長

じ

て
み
た
も

の
も
多
か

っ
た

の
で
、
洋

識

の
作
法

の
如
き
も

、
要
す

る
に
是
等

の
宜

敷
師
の
手
に
依
っ
て
、
わ
が
國

の
信
者
逹
に
傳

へ
ら
れ
た

で
あ
ら
う
事
は
何
人
も

推
測
す

る
に
難
し

・こ
せ
な

い
所
で
あ
ら
う
。
殊
に
洋
書
の
學
習

¶こ
云

ふ
問
題

に
就
い
て
逸
す

る
こ
一こ
の
出
來
な
い
も

の

は
、
彼
等

の
手
に
械

っ
て
煢
ま
れ

た
敢
校
、こ
舉
林

、こ
で
あ

る
。

　

此
頃
に
於
て
わ
が

國
に
傳
適
し

た
多
数

の
宣
教
師

の
う
ち
、
激

校
、
學
林

の
設
立
を

始
め

一こ
し
て

、
布
教
上
の
施
設

に
就

い
て
最
も
功
労

の

あ

っ
た

一
人
は
、
耶
蘇
會

師
父

ア

レ
キ
サ

ン
ド

ロ
・
ワ

レ
ニ
ヤ
ー

二
で
あ

つ
で
、
此
人

の
活
動

に
よ
っ
て
注
目
す

べ
き
多
く

の
學
林
が
營
ま
れ

た
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
菁
法

の
移
植
に
就

い
で
も
大
に
積
極
的
な

る
状
態
を
示
す

に
至

っ
た

の

で

あ

る
。

フ
レ
ニ

や
一

二
師
は
永
祿

十

一
年

(
西
紀

一
五
六

九
年
)
始
め
て
わ
が

圓

に
來

っ
て
、
五

島
に
止
住
し

、
大
に
布
敷

に
力
を
讒
し
て

み
た
が

、
其

後
元
龜

二
年

(
西
紀

一
五

七

一

年
)

一
た
び
羅
馬
に
歸
り
去

っ
た
。
更
に
数
年
を
経

て
、師
は
日
本
布
敷
監
督

官
-こ
な

っ
て
再
び
渡
航
す

る
事

に

な
り
、天
正
七
年

(
西
紀

一
五

七
九
年
)
に
於
て
わ
か
國

に
到
着
し
た
の
で
あ

る
。
當
時
、
彼
れ
は

ロ
ノ
津

に
來
っ
て
布
教
師
會

議
を
開

い
た
が

、
此
會
議
に
於
て
其

所
信
を

吐
露
し
、
日
本
布
教
に
就
い
て
大
に
新
局
面
打
開

の
途

を
講
ぜ
ん

,こ
し
た
事
が
知
ら
れ

る
。
殊
に
H
本
人

に
對
し

て
宗
敏
的
高
等
教
育
を

施
し

彼
等
を
し

て
司
祭
た
ら
し

め
、
旺
ん

に
布
教

の
實
を
あ
げ

る
事

の
適
當
な

る
べ
き
を
主
張
し
九

、こ
傳

へ
ら
れ

る
。

是
れ
ま
で
日
本
人

に
し
て
傳

道

を
希
望
し
た
者
に
は
、
之
れ
を
唯
修
道
‡

こ
な
し

て
、
司
祭

の
補
助
者
、こ
な
ら
し

め
た

に
過
ぎ
な

か
っ
た
が

、
ワ

レ
ニ
ヤ
ー

二
師
は
更
に
之

に
劃
し

て
司
祭
な
ら
し
め
る
に
適
當
な
叡
育
設
備

を
わ
が
國

に
祓
け

る
事
を
力
説
し
た

の
で
あ

る
。
も

ミ
よ
り

是
に
對
す

る
反
對
論

者
も
あ

っ
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た

嘱こ
傳

へ
ら
れ

る
け
れ
、こ
も

、
彼
は

之
を
斥
け
て

、
自
ら
進
ん

で
傳

道
の
か
た
は
ら

、
教
育

に
就
い
て
力

を
注
が
ん

一こ
決
意
す

る
に
至
っ
た
。

暴
は
常
時
に
於
け

る
布
教
運
動
の
う

へ
に
は

、
根

本
的
な

、
而
か
も
、積
極

的
な
方
策
で
あ

っ
た

「こ
見
做
さ
る
べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
噛こ
に
か
く

も

、
か
く

の
如
く
し
て
耶
蘇
會

の

コ
レ
ギ

オ
夂
は

セ
ミ
ナ
ヲ

オ
が

愈

々
各

地
に
設
け
ら
れ

る
機
運
に
向

っ
て
行

っ
た
の
で
あ

る
・

　
　
　
　
　
　
　
第

闘
圖

蓋

九
二
年
天
草
版
銅
版
謁

　

　

　

　

　

　

か
く
て
天
正
七
奮

於
て
は

一
　
　
　
　
　
　
　
.、　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
"

　
　
　

早
く
も
有
馬
に
コ
レ
ギ
オ
ーこ
セ

、
s

◎貯
,
籍◎

い
～

鹽じ

∬

、
・

,
　

絶

無

.

-
ナ
丿
オ
轟

け
ら
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至

っ
た
こ

,こ
が
認

め
ら
れ

る
。

是
は
領
主
有
馬
氏
に
す

・
め
て

煢
ま
し
め
た
の
で
あ

る
・
こ

の

セ
ミ
ナ
リ

オ
に
於
て
は

、
宗
教

上

の
教
育
は
勿
論

で
あ

っ
た
が

そ
の
他
に

お
い
て
、
国
語
、
葡

萄
牙
語
、
ラ
テ

ン
語
な

、ご
が
歓

へ
ら
れ

て
る
た
の
み
な
ら
ず
'、

音
楽
を
も
敏

へ
た

の
で
あ

っ
て

全
く
西
洋
に
於
け

る
常
時

の
教

育

の
形
式
ご
内
容

こ
に
從

っ
て

み
た
こ
、こ
が

知
ら
れ

る
。
然

る
に
是
に
荘

目
す

べ
き

こ
一こ
は

、
こ

ω
セ
ミ
ナ
丿

オ
に

於
て
是
等

の
ほ
か
、
西
洋

の
繪
謁
及
び
銅
版
彫
刻
の
技
術

を
敬

へ
た
事
で
あ

る
。
す

な
は
ち
雷

時
正
式

に
西
洋

風
の
繪
需
が

H
太
人
に
學
習
せ
し
め
ら
れ

た
の
で
あ

っ
て
、
是
等

の
ほ
か
更
に

一
見
奇
異

335
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の
惑

を
起
さ
し

め
る
事
は
、
別
に
楽
器

の
製
法
及

び
時
計

の
製
法
が
學
ば
し
め
ら
れ
て
る
た
ミ
信

ぜ
ら
れ

る
事
で
あ

る
。
、こ
に
か
く
も

足
れ
に

依

っ
て
い
は
ゆ
る
藝
術
及

び
技
藝

の
教
育
が

行
は
れ
て
る
た

事
が
知
ら
れ

る
の
で
あ

る
が

、
か

や
う

に
西
洋
藝
術

の
學
習
が

、
常
時
わ
か
九
州

の

一
隅

に
於
て
着

々
な

さ
れ

て
る
た

一こ
い
ふ
事
は
頗

る
興
味
あ
る
事
實
・こ
い
は
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
の
翌

年
即
ち
天
正
八
年

(
西
紀

一
五

八
○

年
)

に
於

て
は

、
更

に
黌
後
に
於
け

る
府
内
及

び
臼
杵

に
於

て

コ
レ
ギ

オ
を
設
け

る
に
至
っ
た
、こ
い
ふ
。
果
れ
は
勿
論
領
主

の
大
友
氏

に
す

・

め

て
煢
ま
し
め
た
も

の
で
あ

る
か

、
是
等

の

コ
レ
ギ

オ
は
當

時
宜
教
師

の
報
告
に
よ

っ
て
西
歐
に
ま
で
も
其

名
ψ
'2
知
ら
れ
る
に
至
っ
た

こ
,こ
は

寧
ろ
怪
し
む

に
足
ら
な
い
で
あ

ら

つ
。
近
畿
地
方
に
於
て
は
安

土
に

セ
ミ
ナ
リ
オ
が
建

て
ら
れ
た

こ
,こ
は
頗

る
著
名
な

事
實
で
あ

る
。
此

セ
ミ

.ナ

リ
オ
の
設
立

に
就

い
て
も
、

フ
レ

ニ
や
一

二
師
が
大
に
カ
を
致
た
し
た

の
で
、
彼
は
天
正
九
年
に

お
い
て
京
都
に
至
っ
た
際

、
信
長
に
謁
し

て
其
許
可
を
得
る
こ
、こ
に
轟

力
し
た
の
で
あ

る
。
彼
は
信
長
の
許

可
を
得

る
に
及
ん
で
、
京
都
に

お
い
て
建
築
中

の
學
林
を
安
土

に
移
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

だ

、こ
い
は
れ
て
み
る
。
安

土
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
に

お
い
て
は
、
こ

の
地
に
居

住
し
て
み
た
貴
族

の
子

弟
を
集
め
て
盛
ん
に
敢
育

を
加

へ
る
に
至

っ

た
¶こ
信
ず

ぺ
膏

理
由
が
あ

る
。
此

セ
ミ
ナ

リ
ォ
.に

お
い
て
も
祟
数

数
育

の
ほ
か
、
國
語
、
ラ

テ

ン
語
及
び
葡
萄
弾
語

は
勿
論
、
脅
樂
も
亦
敷

へ

ら
れ
て

る
た
事
が
知
り

得
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

県
等

の
も

の
を
始
め
,こ
し
て
、
常
時
各
地
に
學
校

が
煢
ま
れ

た
の
で
あ

っ
て
、
是
等
に

お
い
て

新
た
に
敖
育

を
受
け

た
人

々
の
手
に
依

っ
て
、
後
に
は
耶
蘇
教
關
係
の
種

々
な
る
編
纂
物
及
び
印
刷
物
な
、ご
が
世
間
に
現
は
れ

る
に
至

っ
た
の

で
、
今

日
往

々
發
見
せ
ら
れ
る
吉
利

支
丹
關
係

の
書
物
を
始
め

一こ
し
て
、
之
れ
以
外
の
譯

本
な

、ご
に
就

い
て
も

、
彼
等

の
手
に
成

っ
た
で
あ

ら

う
事
が

推
測
せ
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

　

西
洋
需
法
が

、か

や
う
な
人

々
の
間

に
・か

や
う
な
閣
僚

か
ら
、移

植
せ
ら
れ

つ

・
あ

っ
た
寧
は

、此
の
需
法

の
わ
が
國
に
於
け

る
生
長
を
し

て

頗

る
優
勢

に
し

て
活
濃
な
ら
し
め
て

み
た

事
は
疑
ひ
を
容
れ

る
餘
地
が
な
い
。
蓋
し
常
時
有
馬

の
セ
ミ
ナ

リ
オ
に

お
け
る
西
洋

護
法

の
研
究
に

就

い
て
は
、
二
種

の
も

の
が
學
得

せ
し

め
ら
れ

て
る
た
も

の

・
や
う

で
あ

る
。
即
ち
第

】
は
純
粋
な
る
油
綿
で
あ
っ
た
。
第

二
は
デ
イ

ス
テ

ム

パ
ー
で
あ

っ
て
、
是
は
模

々
な
る
顔
料

に
卵
黄
、
膠
水
な

、ご
を
混
じ
た
も

の
を
以

で
諮
か
れ
た

の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に

是
は
油
繪

に
似
た
効
果

を
示
す
高
調
を
な
し
た
場
合
に

お
い
て
も

多
少
乾
燥
し
易

い
性
質

の
も

の
で
あ

っ
た
か
ら

、
油
繪

の
重
厚
な
る
需
調
を
成
す

に
謝
し

て
、
是
は

336
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や
・
輕
雋
な
る
需
諏
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
ε
に
か
く
も
か
や
う
な
二
種
の
書
法
が
わ
が
國
人
に
學
脅
せ
し
め
ら
れ
て
る
た
事
が
知
ら
れ
る

　
の
で
あ
る
。
西
紀

】
五
九
三
年
、
即
ち
す
祿
二
年
に
於
て
も
の
せ
ら
れ
た
宣
教
師
の
H
本
年
報
に
於
て
は
、
H
本
に
於
け
る
畢
生
.の
或
者
が
繪

　
書
及
び
彫
刻
に
於
て
共
に
そ
の
技
術
の
大
に
造
形
し
た
事
を
説
き
、
而
し
て
羅
馬
か
ら
輸
入
せ
ら
れ
た
繪
書
及
び
版
露
な
励ご
を
巧
み
に
摸
寫
す

　
る
に
至
っ
た
事
を
報
ず
る
に
至
っ
て
み
る
。
即
ち
之
に
よ
っ
て
、
セ
ミ
ナ
リ
オ
に
於
て
正
式
に
洋
調
法
が
學
脅
せ
ら
れ
て
か
ら
既
に
十
數
年
の

　
湿
霜
を
閲
し
た
の
で
、
そ
の
技
術
士
に
も

一
大
進
歩
を
凱
る
の
気
運
に
到
達
し
て
み
た
事
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
是
は
寧
ろ
自
然
の
結
果
-こ
見

.
做
さ
る
べ
白
軍
害
で
あ
鑑
う
。

　
　

然
る
に
當
時
に
於
け
る
西
洋
需
の
學
習
は
、
純
粹
な
る
藝
術
移
植
ミ
い
ふ
意
味
を
以
て
律
し
難
い
も
の
が
あ
っ
た
。
即
ち
英
字
面
に
於
て
耶

　
蘇
敖
の
宣
布
事
業
の
進
捗
に
件
っ
て
、
宗
敢
闘
係
の
細
書
φ勿
作
製
す
る
ミ
い
ふ
寳
礫
土
の
必
要
が
含
ま
れ
て
み
た
。
從
っ
て
常
時
わ
が
国
人
の

　
洋
書
法
を
墨
得
し
た
も
の
は
、
布
敷
事
業
に
俘
っ
て
、
羅
馬
及
び
そ
の
他
か
ら
商
ら
さ
れ
た
所
の
宗
教
的
繪
書
若
く
ば
版
蕩
を
始
め
・こ
し
て
、

　
種
々
な
る
布
敷
用
の
作
物
を
製
作
す
る
に
忙
は
し
か
σ
た
こ
,こ
が
察
せ
ら
れ
る
。
年
報
に
竜
臣
ゆ
る
や
う
に
、
羅
馬
か
ら
商
ら
さ
れ
た
繪
需
及

　
び
版
喬
の
類
を
巧
み
に
摸
寫
す
る
に
至
っ
た
¶こ
い
ふ
こ
、こ
は
、
單
純
な
る
學
修
士
の
過
程
ば
か
り
で
は
な
く
、
別
に
布
敷
関
係
の
宗
敏
的
繪
識

　
作
製
を
も
試
み
る
に
至
っ
て
み
た
も
②
こ
見
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
っ
て
、
寧
ろ
此
方
而
に
お
い
て
彼
等
の
活
動
が
期
待
せ
ら
れ
、
ま
た
實
行
せ
ら

　
れ
て
る
た
鴨こ
信
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
盛
ん
に
繪
需
的
作
物
が
製
せ
ら
れ
て
る
た
關
係
か
ら
、
そ
の
間
技
術
上

　
の
訓
練
も
亦
大
に
深
め
ら
れ
る
機
曾
が
多
か
っ
た
か
,こ
思
は
れ
る
。
同
時
に
常
時
の
わ
が
洋
書
の
作
家
が
主
唱こ
し
て
宗
敖
謁
を
試
み
た
乙
広
想

　
起
せ
ら
れ
る
が
別
に
人
物
薔
な
、こ
も
之
を
試
み
、
日
づ
往
々
動
物
露
な
、ご
に
も
筆
を
染
め
て
み
た
乙
は
澱
物
の
方
面
か
ら
こ
れ
を
察
す
る
に
難

　
く
な
い
の
で
あ
る
。
少
く
、こ
も
初
期
に
お
け
る
わ
が
洋
満
の
學
習
が
幾
分
規
則
だ
て
る
仕
方
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
、
そ
の
敖
ふ
る
者
も
専
門
的

　
技
徳
家
で
な
い
迄
も
、
多
少
修
養
の
あ
っ
た
宣
教
師
の
手
に
よ
っ
た
こ
曳こ
を
始
め
ぐ)し
て
、
そ
の
學
習
に
お
い
て
參
考
,こ
せ
ら
れ
た
作
物
の
如

　
・膏
も
、
多
數
の
舶
載
洋
轟
着
く
ば
版
需
で
あ
っ
た
こ
一こ
な
、ご
を
思
ふ
,こ
、
第
二
期
に
お
け
る
洋
識
の
研
究
よ
り
は
、
よ
り
好
都
合
な
條
件
を
も

　

つ
て
み
た
の
み
な
ら
ず
、
第
二
期
に
お
け
る
研
究
が
幾
分
好
奇
的
な
事
情
に
あ
っ
た
の
に
較
ぶ
れ
ば
、
第
一
期
は
び
し
ろ
必
然
的
な
も
の
が
あ
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一
言洋の期切るけ於に本日一

難
纖
纖

　韈
　難
　難

糠

響
編
雛

羅
欝

黷
臆癡
唐
鞍
馨

舞

趾卸難

驫

鞠つ
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

わ
が
初
期
に
お
け
る
蕪

を
考

へ
至

に
・
如
上
耶
籤

の
鰲

、
若
く
ば
學
林
に
お
け
.。
繪
謁
の
學
習
が
最
も
注
目
せ
ら
る
緩

も
の
な

讌
惣
欝

欝
驪

纓
購驚
欝

雑

る
簔

の
纛

実

に
律

す
る
に
至
っ
て
鍵

か
ら
で
あ
る
。
銅
版
満
の
研
究
に
就
い
て
も
、
耶
靨

、學
林
の
φ
b
も
の
に
お
い
颪

に
試

み
ら
れ
て
み
た
の
で
あ
っ
て
・
勿
論
暴
れ
は
耶
蘇
教
宣
布
の
事
業
に
お
い
て
は
、
最
も
重
要
な
る
篠

的
な
棄

で
あ
っ
華

を
疑
ひ
得
な

、
。
箏

で
寺
三

万
方
而
に
お
け
姦

徒
の
努
力
に
至
っ
て
は
、
頗
る
皆

窶

す
る
も
の
が
あ
っ
窃

で
あ
る
。
當
時
彼
等
の
手
に
よ
つ

獄
張

裏

翻

腎

は
・
馴
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
一こ
い
ふ
に
、
現
に
發
見
せ
ら
れ
て
ゐ
.。
遺
物
か
ら
推
測
す
ゐ
,こ
、
單
攀

b

黐

-こ
し
て
印
刷
せ
ら
れ
て
堯

も
の
も
あ
っ
た
が
、
殊
に
印
刷
書
籍
の
蠡

繪
、
卷
寰

飾
縫
、、し
て
盛
ん
に
用
ひ
ら
れ
て
。の
ξ

、、、蟹

　
知

る
こ
¶こ
が

で
き

み
。
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鴨

　
　
　
　

第

二

圖
　
　
一
五
九

七

年
有
家

版
銅

版
謹

　
吉
利
支
丹
關
係
の
書
物

に
お

い
て
は

、
邦
文
の
木
版
本
、
活

字
本
な
、ご
が
見
出
さ
れ
る
ほ
か

羅
馬
字

の
活
字
本
な

、ご
、
頗

る

注
目
す

べ
き
書
籍

の
印
行
を
見

る
に
至

っ
て
み

る
。
殊
に
羅
馬

字
本
の
う
ち
に

は
羅
典
語
な
、こ

の
本
文
を
な
す
も

の
、
邦
語

の

羅
馬
綴
を
以

て
本
文
・こ
な
す
も

の
な

、ご
種
々

の
も

の
が
あ

っ
た

か
、
そ
の
表
紙
及
び
卷
頭

頁
の

如

き
は
、
常
時

に
お
け

る
西
洋

書
籍

の
形
式
に
倣

っ
て
、
装
飾

的
意
匠
を
試

み
て
み
る
こ

一こ
を

見
出
だ
す

。
さ
う
し

て
是
等
の

銅
版
薔
は
、
要
す

る
に
わ
が
國

に
お
け

る
吉
利
支
丹
高

家
の
手
に
な

っ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
意
匠

の
根

杢

こ
す

る
所
は

、
舶

載
の
洋
書
に

お
け

る
拝
謁

に
あ

っ
た
こ

、こ
は

多

言
を
ま

た
な

い
で
あ
ら
う
。
何
れ
に
し
て
も

邦
人
の
手
に
な

っ
た

銅
版
需
が
、
か

や
う
に

表
紙
繪

、
巻
頭
繪

,こ
し
て
印
行
書

中
に
用
ひ
ら
れ

盛

ん

に
流

布
せ
ら
れ

る
に
至
っ
て
ゐ
九

こ
.こ
は

、
初

期
に
お
け

る
洋

謁

の
考

察

上

、
見
逃
が

し
難

い
事
實
で
あ

る
。
天
正

十
八
年

(
西
紀

一
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一
高洋の期初るけ於に本日

五
九
〇
年
)

に
お
い
て
か
の
ア

レ
キ

サ

ン
ド

ロ
・
フ
レ

ニ
ヤ
ー

二
師
が
九

州
大
名

の
羅
馬

に
逡

つ
た
使
節

一
行
-こ
共

に
、
印
度
副
王

の
使
箚
,こ

し

て
我
国

に
來
朝
し
た
際

、
師
は
活

版
印
刷

の
機
械
を
わ
が
國

に
齎
ら
し
た
こ

、こ
が
知
り
得
ら
れ

る
。
こ

の
印
刷
機
械

こ
そ
は
羅
馬
字
活
版

の

吉
利
支

丹
書
印
行

の
う

へ
に
、
最
も

重
要

な
る
役

立
を
な
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
銅
版
繪

に
よ

っ
て
装
飾
せ
ら
れ

た
活
版
印
刷
本

の
如
き

は
、

こ

の
機
械

の
輸
入

に
よ

っ
て
活
撥

に
流

布
せ
ら
れ

始
め
た
も

の
に
外
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

　
こ

の
活
版

印
刷
機
は
、
ま

つ
島
原
牛
島

に
お
け

る
加
津
佐
に
設
け
ら
れ
た
印
刷
所

に
お
い
て
使

用
せ
ら
れ
た
も

の

・
や
う
で
あ
る
。
か
の
印

刷

機
械

こ
共
に
活
字
の
輸

入
せ
ら
れ
た
と
は
勿
論

で
あ

る
が

、
別
に
彫
字
工
も
亦
來
航
し
た

の
で
、
印
刷

上
大

に

便
宜
を
得
た
で
あ
ら
う
こ
、こ

は

い

ふ
迄
も
な
か
ら
う
。
こ

の
印
刷
所
か
ら
は
傳

道
上
必

要
な
る
種

々
の
書
物
が
印
刷
せ
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
は
研
究
者
間
に
加
津
佐
版

、こ

し

て
知
ら
れ

て
み

る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
頃
耶
蘇
教

に
對
す

る
駆
逍
が
や
う
や
く
強
く
な

っ
て
き
た
の
で
、
島
原
の
學

校
及
び
印
刷
所
は

一
時
天
草

に
移
さ
れ

る
に
至

っ
た

、こ
い
ふ
。

ミ
に
か
く
も
こ
れ
ら

の
吉
利
支

丹
關
係
書
が
そ

の
傳
道

の
必

要
上
さ

か
ん
に
耶
蘇
敏

捷
の
手

に
よ

っ
て
印
刷
せ
ら
れ
、
時

に
は
吉
利
支
丹
以
外
の
書

籍
さ

へ
も

印
刷
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
が

、
そ
の
表

紙
ま

た
は
巻
頭
頁

に
お
い
て
種

々
な

る
銅

版
刷

の
文
様
も
し
く

は
繪
書
が

加

へ
ら
れ
、
常
時
わ
が

國
に

お
け

る
西
洋
識
法

の
状
況
を
想
起
せ
し
め

て
み
る
こ
～こ
は
、
頗

る
興
味
あ

る
事
實

・こ
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に

是
等

の
印
行
書
に

お
い
て
は
印
行

の
年
記
を
止
め
て
み
る
が
故
に

、
研
究
上
頗

る
參
考

こ
す

べ

き
も

ω
が

め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　　　　　　　

　
こ

の
類

の
羅
馬

字
杢

こ
し
て
最
も
古

い
も

の
は
、

い
は
ゆ

る
加
津
佐
版
で
あ

っ
て
、
現
存

の
版
本
か
ら
み
る
、こ
天
正

十
九
年

(
西
紀

一
五

九

一
年
)
に

お
い
て
印
行
せ
ら
れ
た

門
サ

ン
ク
ト
ス
の
御
作
業

の
内
抜
書
』

,こ
題
す
る

二
巻
本
の
如
き
は

、
最
も

著

名
な
も

Q
こ
し
て
知
ら
れ

て

み
る
。
こ
の
谷
頭
に

お
い
て
は
、
聖

彼
得
が

多
く

の
人

々
に
圍
繞
せ
ら
れ

て
る
る
さ
ま

を
轟

い
た
銅
版
議
か
見
出
さ
れ

る

の
だ
が

、
こ

の
銅
版

需

の
如
き
は
、
日

本
に
お
い
て
印

行
せ
ら
れ
た
銅
版
霞
・こ
し

て
今
口
知
り
得
ら
れ
る
最
も

古
い
も

の

・

一
つ
で
あ
り
、
ま

に
わ
が

耶
蘇
教
徒
の

書

い
た
も
の
一こ
し
て
明

か
に
年
代

の
知
り
得
ら
れ

る
も

の

・
う
ち
、
恐
ら
く
最
古
に
屬
す
る
も

の
で
あ
ら
う
。
そ

の
作

法

に
お
い
て
は
既
に
可

成

に
よ
く
洋
高
を
修

得
し
て
み
た
事
が
推
測
せ
ら
れ
み

の
み
な
ら
ず

、
銅
版

虫
粤
こ
し

て
も
侮
り
が

た

い
手
腕
を
發
挿
し
て
み
る
。
固
よ
り
洋
書

の
原
圖
に
從

っ
て
摸
し

た
も

の
で
あ

る
け
れ
ε
も

、
そ
の
確

信
的
な
技
巧

の
う

へ
に
、
作

者

の
製
作

的
態

度
を
想
起
せ
し
め

る
も

の
が
あ

る
。

噸

3墨Ω 一一一
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む　　

加
津
佐
版
は
ε
に
か
く
も
天

正
の
末
に

お
い
て
印
行
せ
ら
れ

て
る
る
の
で
、
西
紀

一
五

九
二
年
に

入

っ
て
は

、
天
草
版
が
あ
ら
は
れ

て
み
る
。

即
ち
天
草
版
は
大
鱧
に
お
い
て
文
祿
年
間

(西
紀

一五
九
二
年
i

一
五
九
五
年
)
に
印
行
せ
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
地
か
ら
印
行
せ
ら
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
第

三

圖
　

支
倉

常
長
將

來

の
同
人

省
像
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の
・
う
ち
に
は
吉
支
利
丹
關
係
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
勿
論
で
あ
る
が
、
別
に
李
家
物
語
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ソ
ツ
ブ
物
語
な
,ご
を
始
め
,こ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
書
七
番
抄
、
五
常
、
難
句
集
、
日
葡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
語
彙
を
そ
へ
た
所
の
珍
ら
し
い
羅
馬
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
是
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
行
本
の
谷
頭
装
飾
高
-こ
し
て
、
ま
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
銅
版
諜
が
加

へ
ら
れ
て
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
、こ
は
加
津
佐
版
・こ
同
様
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(第

一
鬪
)
。
然
る
に
こ
・
に
注
目
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
き
一こ
こ
は
、
天
草
版
の
諸
本
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
銅
版
讒
を
見
る
,こ
、
決
し
で
同
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
手
に
な
っ
た
も
の
・こ
は
考
へ
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
の
が
あ
っ
九
こ
、こ
で
あ
る
。
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
H
に
遺
存
す
る
諸
本
を
比
較
す
る
,こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

著
し
く
そ
の
藩
法
を
異
に
し
た
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
、
ま
た
銅
版
蕩
の
製
作
的
技
巧
に

3生1



轡洋め期切るけ於に本日

お
い
て
も
決
し

℃
同

一
人
ε
は
信
じ
難
い
特
調

の
殘
さ
れ

て
る

る
こ
噛こ
を
見
出
だ
す

の
で
あ
る
。
從
っ
て
天
草
版

の
銅
版
謁
製
作
に
從

つ
た
吉

利

支
丹
書
家
は

、
決
し
て

一
二
に
隈
ら
な
か

っ
た

～こ
信
ぜ
ざ

る
を
得
な

い
も

02
が
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　　
　

　

慶
長
の
初
め

、
即
ち
西
紀

一
五
九
六
年
か

ら

一
五
九
七
年
、
慶
長
元
年
及
び
慶

長
二
年
に

お
い
て
有
家
版

が

現

は
れ

て
る

る
の
で
あ

る
。
有

家
は
現

在
の
長
崎
縣
南
高
來
郡
有

家
で
あ

っ
て
、
有
馬

家
の
所
領
で
あ

っ
た
か

、
こ

の
地
方
に
は
最
も

古
く
か
ら

セ
ミ
ナ
リ
・
オ
が
設
け

ら
れ

て

み
た
こ

、こ
は
既
に
の

べ
た
通
り

で
あ

る
。
即
ち
天
正
七
年
に

お
い
て

ワ

レ
ニ
や
五

二
師
が
有
馬
晴
信
父
子
に
す

・
め

て

セ
ミ
ナ
リ
オ
を
設
立
し

た

の
で
あ

る
が

・そ
れ
以

來
、こ

の
セ
ミ
ナ
リ
オ
に

お
い
て
は
洋
謁
を
學
ん
だ
も

ω
も
あ

っ
た

の
み
な
ら
ず

、
銅

版
菁
も
亦
學

ん
だ
・こ
信
ぜ
ら
れ

る
の
で
あ

る
・
有

家
版
の
銅
版
高

・こ
認
む

べ
き
も

の
に
は

、
頗

る
注
目
す

べ
き
も

の
が
傳

へ
ら
れ
て
る
る
。
殊

に
有
家
版
に

お
い
て
は

軍
糧
な

る

一
枚
繪
の
銅
版

需
が
作
製

せ
ら
れ

て
る
た
こ

.こ
を
も
知
り
得
ら
れ

る
の
で
、
現
に
長
崎
大
浦
天
主
堂
に
蔵

せ
ら
れ

て
る

る
二
圖
の
如
き
は
比

類

の
も
の
,こ
し
て
最
も

珍
「こ
す

べ
唐
で
あ

る
。
そ
の

一
は
聖
母

マ
リ

ヤ
の
幼
き

キ

リ
ス
ト
を

抱
く
歌

で
あ

っ
て
、
そ

の
傍

に

一
聖

者
を
配
し
た

も

の
で
あ

る
。
此
銅
版
喬
は
竪
八
寸
一ご
分
、
横
六
寸
六

分
の
大

さ
を
有
し
、
圖
の
上
部
に
は
聖
母
及
び
幼
き

キ
リ
ス
ト
に
謝
す

る
讃
嘆
丈
を
書

し

『敖

王
ア

レ
キ
サ

ン
ド

ロ
第

六
世

は
此
繪

の
前

に
斬

る
人
に
三
萬
年
の
贖
免
を
施
與
し
た
㍗

こ
記
し

、

一
四

九

四
年
ぐ
)
あ

る
。
し
か
し

て
圖

の
下
部
に

一
五
九
六
年
の
年
記

・こ
H

本
の
セ
ミ
ナ

リ
オ
に

お
い
て

こ
い
ふ
意
味

¶こ
、
別
に
ま
た

〉
.両ぎ

哨こ
い
ふ
文
字
が
印
刻
せ
ら
れ
て
る
る
。

帥
ち

一
五
九
六
年

(
慶
長
元
年
)
有
家

の
セ
ミ
ナ
リ
オ
版
で
あ

る
こ

・こ
が
知
り
得
ら
れ
る

の
で
あ

る
。
こ

の
銅

版
謁
は
プ
チ

シ
ャ

ン
司
敖

に
よ

っ
て

マ
ニ
ラ
で
發
見
せ
ら
れ
た

の
で
、
同
司
教
は
こ
れ
を
羅
馬
法
皇

ビ
オ
第

八
世

に
献
じ
た
が

、
法
皇

は
更

に
こ
れ
を
以
て
永
く

H
本
に
傳

ふ

べ
き
も

Q

こ
し

て
司
教

に
授
け
た
の
で
、
同
司
敢

は
こ
れ

を
H

本
に
齎
ら
し
て
大
浦
の
天
主
堂

に
収
め
た

の
で
あ
る
、こ
い

ふ
。
こ

の
銅
版
謁
は

も

、こ
よ
り
西
洋
原
本

に
よ

っ
て
鬪
し
た
も
ω
で

あ
る
け
れ

、こ
も

、

繪
謁
的
技
巧

に
お
い
て
は
可
成
り

に

修
練
せ
ら
れ

た
も

の
な
る
こ
・こ
が

認

め
ら
れ

る
。
銅
版

¶こ
し
て
の
技
術

に
お
い
て
は
、
幾
分
弱

い
點
が
あ

る
が

、
や

・
感

覺
的
な
技
法
を
示
し
て
、

一
種

の
侍
講
あ

る
高
風
を
想
起

せ
し
め

る
。
勿
論
わ
が
国
人

の
手

に
な
っ
た
も

の
で
、
常
時

の
新
ら
し

い
繪
謁
的
雰
園

氣

に
あ

っ
て
寧
ろ
有
数

な
る
作
家
の

一
人
で
あ

っ
た
一こ

お
ぼ
し

い
。

そ
の
二
は
同
じ
く
プ
チ

シ
ャ

ン
司
教
が

マ
ニ
ラ
に
於
て
發
冠
し
た
も

の
で
、
前
者

-こ
共
に
わ
が
國

に
齎
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
・

一一 一342一 一
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臠洋の期翻るけ於に本日

こ

の
鉅
版
繪

は
竪
七
寸

、
横
四
寸
六
分
、
や

・
前

者
よ
の
も
小
さ

い
も

の
で
あ

る
が
、
暴
れ
ま
た
紙
本
の

】
枚
繪
で
あ

る
。

(
第

二
圖
)
こ

の

斟
は
翠

微

マ
リ
ヤ
が
幼
き

キ
リ
ス
ト
を
抱
け

る
立
像
で
あ

っ
て
、
そ
の
下
部

に
は
こ
の
需
像
に
就
い
て
の
縁

起
を
記
し

て
み
る
・
足
れ

に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
第

四

圖

　
伊
達
冢
に
贈
ら
れ
た
法
王
パ
ウ
ル
第
五
世
肖
像

　

　

　

　

　

　

囑こ
、
こ

の

マ
リ
ヤ
像
は
フ

エ
ル
ヂ
ナ

　
　
ン
ド
第
三
世
が

イ
ス
パ
リ

ス
を
攻
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぬ

　

し
た
時
、
そ
の
聖
堂
の
壁
面
に
高
い

　

た
、こ
こ
ろ

の
古
高
儀
で
あ

る
、こ
い
ふ

　

こ

,こ
に
歸
す

る
。

イ

ス
パ
リ

ス
は
西

　

班
牙

の
セ
ピ
ヤ
で
あ

っ
て
、
フ

エ
ル

　

ヂ
ナ

ン
ド
第
三
世
が

此
地
を
攻
略
し

　

た
の
は
西
紀

=

一四
八
年
十

一
月

ご

　

十
三

日
で
あ

る
が
、
此
時
に
至

っ
て

　

セ
ピ
ヤ
が
回
教
徒

の
手
か
ら
奪
取
せ

　

ら
れ
耶
蘇
教

の
敢
權
に
置
か
れ

る
や

　

う
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。
㎝
ち
こ

の

　

時
に
聖
堂
の
壁
に
謁
か
れ
た

、
聖
母

　

マ
リ
ヤ
像
を
圖
し
た
も

の
だ

一こ
い
ふ

　

こ
、こ
に

な
る
。
こ
れ
に
は
有
家

ご
い

　

ふ
文
字
は
見
出
さ
れ
な
い
が

一
五
九

　

七
年
、
日
本
の
セ
ミ
ナ

リ
オ
に

お
い

343
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靨洋の期翻るけ於に本日

・こ
は
勿
論
で
あ

つ
で
、
わ
が
国
入

の
手
に
な

つ
此
此
種

の
宗
教
的
繪
蕩
、
彫
刻
、
典
籍

な
、こ
の
毀
滅
し
た
こ
、こ
も
實

に
夥
し

い
數
で
あ

っ
た
事

を
疑

は
な
い
。
さ
う
し
て
そ

の
所
有
者
の
姐
膏
も

ふ
か
く
之
を
秘
し

、
殊

に
宗
歉
以
外

の
書
蹟
に
就

い
て
も
、
吉
利
支

丹
文
化
を
想
起
せ
し
め

る
油
繪
類

の
如
き

は
、
之

を
す

て

・
顧
み
ざ
ら

ん
こ
し
た

の
で
あ

る
。

一
方
に

お
い
て
か
や
う

に
實
蹟
が

失
は
れ
、
ま
た
之
を
顧
み
な
か
っ
た

ε

い
ふ
よ
り
も

、
更

に

一
歩
を

進
め
て
之
を
斥
け

や
う

・こ
す

る
機
運

の
高
め
ら

れ
て
み
た
一こ

・
も

に
、
他
方
に

お
い
て
吉
利
支

丹
高
家

の
如
き

も

逼
害
に
よ

っ
て
倒
れ

た
も

の
が
多
く

、
ま
た
其
蕩
技
を
深
く
秘
し
て
世

に
示
さ
な
く

つ
て
了
つ
た

者
も

少
く
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
か
や
う

に
し
て
實

際
上
そ
の
勢
力
を
そ
が
れ

て
、
島
原

の
亂
後

に
は
他

の
多
く

の
吉
利

支
丹
文
化
¶こ
共
に
、
わ
が
洋
謁
も
ま
た
そ
の
反
撥
力
を
失

ふ
に

至

っ
た
,こ
い

ふ
こ
,こ
が

で
き

る
Q

　

初

期
に

お
け

る
洋
蔚

か
多
く

の
實
蹟
を
失

っ
た
こ

,こ
は

、
こ

の
時
期

に
属
す

る
諜
家
を
知

る
上
に
多
く
の
不
便
を
殘
し
た
の
で
、
今

日
に
お

い
て
は
果
し

て
こ

の
時
期
に

お
い

て
如
何
な
る
作
家
が

み
た

の
か
こ
れ
を
知

る
こ
ぐ
ほ

困
難

で
あ

る
。
現
時
僅
か
に
傳

へ
ら
れ
て
る
る
遣
物

の

う

へ
か
ら
こ
れ
を
察
し

て
も

、
確

か
に
多
数
の
作
家
が

こ
の
時

期
に
お
い
て
活
躍
し
て

み
た

こ

・こ
を
知
る
こ
、こ
が

で
き
る
。
け
れ
さ
も

そ
の
殆

さ
す

べ
て

の
名
が
傳

へ
ら
れ

て
る

な
い
。
唯
そ

の
代
表
的
な
高
家
「こ
し
て
世

に
知
ら
れ

て
み

る
者
は
山
田
右
衛

門
作
で
あ

る
。
彼
に
就
い
て
は

諸
書
に
記
載

せ
ら
れ
、
或
は
右
衛
門
佑
、こ
も

い
ひ

、
ま

た
右
衛

門
佐

-こ
も
記
さ
れ
、
別

に
右

衛
門
・こ
も

い
は
れ

て
み

る
が

、
最
も

普
通

に
は
右

衛
門
作
ミ
し
て
知
ら
れ
て
、
別
に
古
庵

亀こ
號
し
た
こ

一こ
が
知
ら
れ

る
。
右
衛
門
作

の
こ
,こ
に
就

い
て
は
諸
書

に
の
せ
ら
れ
て
る
る
か
ら

、
彼
れ

の
事
蹟
の
幾
分
は
之
を
知

る
こ
・こ
が

で
き

る
。
彼
は
世

々
有
馬

家

の
臣
で
あ

っ
て
、
彼
れ

の
時

に
至

っ
て
主
家
を
去
り
、
浪
人

-こ
な
っ
て
薔
事

を
業
噛こ
し
て
み
た
。
さ
う
し

て
彼
は

ロ
ノ
津
に
住
し
て
、
松
倉
長
門
守

の
扶
持
を

受
け

て
み
た
も

の

・
や
う
で
、
之

に
よ
っ
て
彼
は

ロ
ノ
津
右

衛
門
作
隔こ
も

よ
ば

れ
て
み
た

の
で
あ

る
。
彼
は
父
祖
以
來
の
耶

蘇
教
徒

で
あ

っ
た
か
ら

で
あ
ら
う
が
、
島
原

の
亂
に
際
し

て
之
れ
に
加
催
し

、

城
中
に
入
っ
て

一
方
の
將
-こ
な
り

、
へ
百
人
を
領
し
て
力
戰
し
て
み
た
。
然

る
に
後

に
至

っ
て
こ

,こ
の
成

ら
ざ
る
を
悟
り
、
遨
.に
寄
手
に
内
通

す
る
に
至
っ
た
け
れ

、ご
、
事
露
は
れ

て
城
中

に
幽
閉
せ
ら
れ

、
將
に
刑
に
處

せ
ら
れ
ん
¶こ
し
た
の
で
あ
る
。
時

に
遽

か
に
寄
手
の
城

を
攻
め

る

こ

S
魯

こ
な
っ
た

の
で

、
辛
う
じ
て
刑
死
を
ま

ぬ
が
れ
、
城

の
陥
る
に
及
ん
で
小
笠
原
右
近
太

夫
の
家
人

に
捕

へ
ら
れ

て
、
松
夲
信
綱
の
も

、、b

'

一 一546一 一 一



轟洋の期初るけ於に本 日

に
逾
致
せ
ら
れ
た

。
信
綱
そ

ω
罪
を
な
だ
め
て
こ
れ
を
江
戸
に
噛こ
も

な
ひ
、
吉
利

支
丹
目
明

,こ
し
て
用
ひ
も
れ
た

,こ
傳

へ
ら
れ
て
る
る
。
明
暦

の
大
火
以
後
、
江
戸
に
屡
々
火
災
が

あ
っ
た
の
で
、
そ

の
取
締

を
厳
に
せ
ら
れ
た
が
、
な
ほ
火
災
が
絶
え
な
か
っ
た

か
ら

、
彼
を
し

て
そ
の
法

禁
を
犯
し
た
も

ω

・
刑
せ
ら
れ

る
獣
を
高
か
し
め

、
こ
れ
を
掲
げ

て
戒
め
し
た

こ
い
ふ
傳
説
は

、
最
も
よ
く
世

に
知
ら
れ

て
み
る
所
で
あ

る
。

殊
に
彼
か
そ

の
得
意

・こ
し
た
油
繪

の
技
法

に
よ
っ
て
・
頗

る
冩
實
的
な
高
を
成

し
、
大
に
効
果
を
得
た

こ
うこ
は
、
世

の
喧
稱
す

る
所
噺こ
な
っ
て

彼

の
名
を
愈

々
高
か
ら
し
め
た
も

の

・
や
う
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
を

見
る
,こ
、
右
衛
門
作
は

い
は
ゆ

る
吉
利

支
丹
薔
家
.こ
し
て
少
し

く
後
れ
て
現
は
れ
た

¶こ
考

ふ
べ
き

ふ
し
が
あ

る
が

、
な

ほ
彼
の
先
輩

こ
し
て
も
可
成
の
手
腕
家

の
み
た
で
あ
ら
う
こ
¶こ
は
、
こ
れ
を
遺
作
の
上

に
徴
知
す

る
こ
煽こ
が

で
き

る
や
う
に
思
は
れ

る
。

　
わ
が
初
期

の
洋
蠡
-こ
信
ぜ

ら
れ

る
も

の

・
う
ち
、
信
方
・こ
讀
ま
れ
得

る
作
物
が

往
々
世
に
存
し
て
み

る
。
之
を

以
て
或
は
右
衛
門
作

で
あ
ら

う

喝こ
な
す

者
も
あ

る
が

、
明
か
で
は
な

い
。

是
は
寧
ろ
別
人

ご
目
す

べ
秀
も

の
で
あ
ら
う
。
著
し
果
し

て
さ
う
,こ
す
れ
ば
、
是
れ

も
亦
初
期
に

お
け

る
作
家

の

一
人
で
あ

っ
た
・こ
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
何
れ

に
し

て
も
こ

の
作
家
ま
た

い
は
ゆ
る
吉
利
支
丹
識
家
の

一
人
で
あ

っ
た

、こ
信
ぜ
ら
れ

る
が

、
そ
の
轟
蹟
か
ら
察
す

る
ご
き
は

、
彼
は
純
粋

な
る
西
洋
人
物
を
轟

い
た

の
み
な
ら
ず

、
国
人

の
官
僚
を
も

轟
き

、
ま
た
別

に
逹
摩
像

を

固
し
た
こ
・こ
が

知
り
得
ら
れ
、
し
か
も

耶
蘇
教
關
係

の
作
物

に
至

っ
て
は
そ
の
傳

へ
ら
れ
た
も

の
あ

る
を
聞
か
な

い
。
然
し

な
が
ら
そ
の
蠡
法

か
ら
察
す

る
時

は
、
初

期
に
お
け

る
洋
高
家

の

一
人

で
あ

っ
た

ぐ
一信
ビ
ら
れ
る
。
是
等

の
ほ

か
吉
利
支
丹
高
家

の
末
流
・こ
も
認
む

べ
き

者
が
島

原
の
亂
以
後

に
み

っ
て
・
深
く

そ

の
信
仰

煽こ
共

に
そ
の
識
技
を
祕
し
、
逑

に
世

に
埋
沒
し

た
例
も
亦
傳

へ
ら
れ

て
る
る
け
れ

、こ
も

、
要
す

る
に

著
し
き
展
開
を
見
る
こ

一こ
な
く
し

て
、
初
期
に

お
け

る
最
も
重
要
な

る
教
徒
派

の
洋

書
は
、
吾
人

の
視
界
か
ら
消
え
表

つ
た

の
で
あ
る
。

　

然
る
に
長
崎
に
お
け

る
外
來
文
化

の
勢
力
は
、
幾

分
洋
菁
を
培

ふ
餘
地
を
ぐ
歩

め
て
み
た
も

の

・
や
う
で
あ

っ
て
、
長
崎
長
兵
衛
の
名
を
以

て
世
に
知
ら
れ
九

喜
多
元
規

の
如
き
は
、
明
暦
の
こ

ろ
に
お
い
て
榮
え
た
も

の
三
認

め
れ

る
が
、
洋
謁
を
試
み
、
殊

に
省
像
謁
を
よ
く
し
、
來

朝

の
支
那
僭

を
始
め

・こ
し
て
彼
の
手
に
な
っ
た
省
像
は
頗

る

多
く
世

に
傳

へ
ら
れ

て
る

る
Q
け

れ

さ
も
そ

の
作
法
は

既

に
吉
利
支
丹

高
家

の

そ
れ
く
いは
、
そ
の
趣
を
異
に
し
た

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
技
巧

に
お
い
て
も

背
H
の
そ
れ

に
は
比
肩
す
る
に
足
ら
な
か
っ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
得

547

、



謁洋の期翻るけ於に本日

意
ゆこ
し
た
所

は
　
支
那
藩
法

・こ
洋
藩
法

ぐ
}
を
合
し
た
所
謂
華
蕃
折
衷
の
法
に
あ
っ
た

の
で
あ

る
。
從

っ
て
そ
の
作
物
は
多
少
新
ら
し
み
あ
る
靄

・こ
し
τ
世

に
行
は
れ
た
け
れ

、こ
も
、
要
す
る
に
往
時
の
盛
觀

を
想
起
せ
し
め

る
に
は
足

ら
な
か
っ
た

.こ
い
ふ
の
外
は
な

い
。
彼
の
ほ

か
長
崎
に

お
い
て
名
を
な
し
た

一
人

に
生
島
三
郎
左

こ
よ

ふ
も

の
が

み
た
が
、
彼
は
薩
摩

に
お
い
て
在
住

の
蕃
客
に
就
い
て
洋
島
法
を
學

び
、
長
崎
に
お

い
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
た

ミ
傳

へ
ら
れ

て
る

る
。
彼
れ

の
年
代

は
明
確

に
之
を
知
る
こ

、こ
が
で
き
な

い
け

れ
、こ
も

、
或
は
長
兵
衛
以
前

の
も

の

で
教
徒
謁
派
の
流

を
酌
ん
で
み
た
も

の
か
・こ
覚
し

い
け
れ

、ご
、
未
だ
實
蹟

の
徴
す

べ
き
も

ω
を
見
出
だ
す
こ
ご
が

で
き

な
い
。
野
澤
久
右
は
彼

の
門
下
ぐ
」
し
τ
そ
の
名
を
知
ら
れ

て
み
た

一
人
'じ
あ

る
が

、
足
れ
ま
た
そ
の
蠡
蹟
の

傳

へ
ら
れ
た
も

の
あ

る
を
煽
か
な

い
の
で
あ
る
。

是
等

の

う
ち
長
兵
衛
は
吉
利
支

丹
議
案

・こ
は
目
し
難
い
け
れ

、こ
も
、
後

の
二
者
は
或
は

吉
利
支

丹
識
家

の
餘
流
で
あ

っ
た
か
ミ
想
像
せ
ら
れ
る
。
此

二

者
以
外
に
お
い
て
長
崎
若
く
ば

其
附
近
に
は
、
な
ほ
吉
利
支
丹
高
家
の

末
流
が

み
た
か
一こ
も
思
は
れ

る
け
れ
、こ
も

、
之
を
徴
知
す

べ
き
資
料

の

な
い
こ

一こ
を
憾
み

一こ
す

る
。

　
か
や
う

に
長
崎
派

の
洋
高
家

・こ
し
て

二
三
そ
の
名
を
傳

へ
た
も

の
が
あ

っ
た
け
れ

、こ
も

、
初
期
に
お
け

る
洋
盤
興
こ
し
て
は
所
謂
吉
利
支

丹
高

家
の

一
派
が
そ

の
主
要
な
る
も

の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
高

家
は
山

田
右

衛
門
作

の
ほ
か
殆

、こ
そ
の
名
を
知
り
得
ら
れ
な

い
け
れ

、こ
も

、
そ
の

實
迹
に
至
っ
て
は

次
第

に
發
見
せ
ら
れ
、
今

日
に
お
い
て
は
可
成
り

に
多
く

の
も

の
を
あ
げ

る
こ

ミ
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

一 一348一

四

　
西
洋
高
若
く
ば
西
洋
薔
法
に
關
係
を
も
つ
美
術
的
製
作
物
が
わ
が
國
に
初
め
て
輸
入
せ
ら
れ
た
こ
ぐ
」は
、
天
文
年
間
に
葡
萄
牙
船
が
來
つ
た

交
易
を
始
め
た
時
に
遡
っ
て
考
ふ
べ
き
こ
・こ
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
即
ち
わ
が
國
、こ
西
洋
諸
国
-こ
の
交
易
關
係
に
お
い
て
、
西
洋
讒
若
く
ば
洋

謁
の
技
法
を
想
起
す
る
に
足
る
べ
き
様
々
な
製
作
物
が
輸
入
せ
ら
れ
初
め
、
そ
の
發
展
,こ
・
も
に
愈
々
旺
ん
に
そ
の
舶
載
を
見
る
に
至
っ
た
。

此
事
に
就
い
て
は
之
を
徴
知
す
べ
き
幾
多
の
史
料
を
殘
し
て
み
る
。
然
る
に
吉
利
支
丹
に
關
係
あ
る
宗
敏
的
繪
讒
に
就
い
て
は
、
天
文
十
八

年

(西
紀

一
五
四
九
年
)
に
お
い
て
師
父
ザ
ビ
エ
ル
が
わ
が
鹿
見
島
に
來
九
つ
た
時
に
既
に
聖
母
マ
リ
ヤ
の
幼
き
キ
リ
ス
ト
を
抱
け
る
繪
を
齎



洋の期初ちけ於に本 日

し
た
こ

ご
が
知
ら
れ
得

る
事
を
以
て
見
る
、こ
、
わ
が
國
に
お
け

る

耶
蘇
教

宣
布
の
最
初
に

お
い
て
、
早
く

此
種
の

宗
教
的
繪
薔
が
將
来
せ
ら
れ

て
る
た
の
で
、
布
欷
事
業

の
發
展

に

件

っ
て
、
盛

ん
に
輸

入
せ
ら
れ
た
こ
噛こ
も

亦
察
す
る
に
難
く

な
い
。
さ
う
し

て
當
時

來
航

の
宣

教
師
等
が

傳
道
上

の
必

要
品

,こ
し
て
、
自
ら
キ
リ

ス
ト
及
び

マ
リ
ヤ
等
の
聖
像
を
始
め
一こ
し
て
、
大
小
種

々
な
る
繪
薔
、
彫
刻
類
を
齎
し
た
ほ
か
、
來
航

の
商
船

に
託
し
て
こ
れ
を
輸
入
し
た
例

に
就
い
て
も
亦
こ
れ
を
文
献
上

に
徴
す

る
こ
¶こ
が

で
き

る
の
で
あ

る
。
現

に
傳

は

る
所
謂
吉
利
支

丹
遺

物

の
う
ち

に
も
、
か
や
う
に
し

て
舶
載

せ
ら
れ
た
こ

お
ぼ
し

い
宗
教

的
繪
書
類
が
往

々
見
出
さ
れ
る
。
古
く

長
崎
奉
行
所
宗
門
藏

に
傳

へ
ら
れ

て
る
た
油
繪
聖

者
像

の
如
き
は
、
そ

の

一
例
-こ
し

て
頗

る
著
し

い
も

の
に
屬
す

る
。

是
は
現

に
東
京
帝
室
博
物
館
に
戯
せ
ら
れ

て
る
る
が
、

布

地
に
油
繪
具
を
以
て
圖
せ
ら
れ
た
も

ω
で
、
縱
五
尺

一
寸
、
横
三
尺
三
寸
の
大
き
さ
を
示
し
、
中
央

セ

ン
ト

・
ラ
ゥ

レ
ン
ス
、
左
方
は
セ

ン
ト

・
ス
テ
フ

ア

ヌ
、
右
方
は

セ

ン
ト

・
ビ

ン
セ

ン
ト
が

譌
か
れ
て
る
る
..
こ

の
謁
を
始
め

,こ
し
て
大

小
種

々
な
る
銅
板
面
に
彩
色

を
以

て
圖
せ
ら

れ
た
聖
像
の
類
に
至
っ
て
は

、
上
記

の
宗
門
藏

に
収
め
ら
れ
て
る
た
も

の
を

始
め

一こ
し
て
、
吉
利

支
丹
信
者

の
祕
藏
し
て
今
H
に
傳

へ
ら
れ
來

つ
た
も
の
が
往

々
發
見
せ
ら
れ

、
そ
の
數
決

し
て
尠
く

な
い
の
で
あ

る
。
殊
に
こ
の
類
の
銅
板
面
彩
色
議
が

わ
が
國
に
輸
入
せ
ら
れ
、

し
か
も

て
れ
が
驚
く

べ
き

多
數

に
達
し

で
る
た
こ

・こ
は

、
敏
徒
か
ら
押
収

せ
ら
れ
た
も
ω
、
宣
教

師
の
所
有
品

中
か
ら
見
出
さ
れ
た
も

ω
、
も
し
く
ば

こ

01
敢
の
禁

壓
に
よ
っ
て
破
棄

せ
ら
れ
た
目
録
中
に
發
見
せ
ら
れ

る
事
に
よ

っ
て
も
こ
れ
を
知
る
に
難
く
な

い
。
此
種
の
も

の
に

お
い
て
も
、

後
に

お
い
て
我
国
に

お
い
て
製

作
せ
ら
れ
た
も

の
が
あ

っ
た
こ

一こ
は
疑
ひ
難

い
け
れ

、こ
も

、
そ
の
舶
載
せ
ら
れ
た
も

の
も
決

し
て
少
數

で
な
か

っ
た
噛こ
信
ぜ
ら
れ

る
。

　

天
正
十
九
年

フ

レ

ニ
ヤ
ー

二
師
が
わ
が

國
に
齎
ら
し
て
秀

吉
に
呈
し
た
印
度
副
王
の
書
は
、
現

に
妙
法
院

に
藏

せ
ら
れ
て
る
る
が

、
是
は
羊

皮

面
に
信
書

の
本
文
が

記
さ
れ
、
そ
の
左
右
及
び
上

の
三
邊

に
お
い
て
極
着
色

の
細
筆
謁
が

加

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
此
書
は
葡
領
印
度
欧

亜

に
お
け
る
総
督

府
か
ら
逾
ら
れ
た
も
の
で
、
印
度
副
王

ド
ン
・
ド
ワ

ル
テ
の
名
を
以
て
し
、

一
五
八
八
年
四
月
の
年
記
を
も

つ
て
み
る
。
そ

の
装
飾
轟

は
特

に
こ

の
信
書

の
た
め

に
作
製
せ
ら
れ
た
も

の
な
る
こ

一こ
は
、
そ

の
本
文
冒

頭
の
花
文
字
に
豐
公

の
桐
花

紋
が
金
泥

に
よ

っ
て
加

へ
ら
れ
て
る
る
こ
一こ
に
よ

っ
て
も
察
せ
ら
れ

る
。
こ

の
信
書
の
問
題

に
つ
い
て
は
約

一
ケ
年
に
わ

た

っ
て
そ

の
準
備

の
日
子
が
費
さ
れ
て
み
る
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圖 五 第風關 馬騎族王西泰の藏所家牢松

.ミ

蘿

測
せ
ら
れ
る
か
ら
・
或
は
歐
洲
の
本
土
に
お
い
て
圖
せ
ら

れ
た
蕚

へ
ら
れ
な
い
で
も
無
い
か
、
別
に
或
は
塾

焦

の
西
洋

藜

の
舌

な
っ
た
も
Q
覚

る
三

、一も
で
き
る
で
あ
ら
つ
。
何
れ

こ
し
て
も
こ
れ
に
よ
っ
て
當
時
わ
が
國
に
輸
入
せ
ら
れ
?

あ
っ
た

る西
洋
書
の
装
飾
的
な
る
も
の
二

端
を
窺
ふ
こ
,丶尊

き
る
。
然
る

に
罐

フ
レ
ニ
や
王

師
異

義

國
に
歸
朝
し
究

州
三
大
名
の

復
讐

の
一
行
か
・
伊
太
利
鵞

篝

お
い
て
手
に
し
九
美
術
及
び

匚
藝
品
・
な
ら
び
に
覈

靄

度
鼕

」を
多
驚

來
し
華

に
至
っ

て
は
更
に
注
目
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。
此
癰

の
蓍

は
伊
太
利

に
あ
る
H
・
ベ
ネ
チ
ヤ
に
お

い
て
大
に
歓
迎
せ
ら
れ
、
そ
の
中

2

人
伊
藤
鷂

所
の
如
き
は
逑
に
同
市
の
希
望
に
よ
っ
て
有
名
な
毳

家
チ
ン
ト
レ
ツ
占

接
し
、
彼
に
そ
の
復

蠡

か
し
め
る
鑿

日を

得
を

い
ふ
が
如
贔

る
諜

あ
る
説
話
を
殘
し
て
み
る
が
、
彼
等

ω
纂

品
中
に
は
・
驚

に
お
い
て
難

所
の
油
繪
、
版
薗
、
銅
版

毒

こ
の
繪
満
的
作
物
が
含
ま
れ
て
雍

,〕,こ
が
知
ら
れ
る
。
是
等

の
も
の
は
わ
が
國
に
お
け
る
吉
利
支
丹
嚢

に
よ
っ
て
、
大
に
羹

布こ
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
三

-こ
は
、
之
を
推
測
す
、.。
に
難
か
ら
ざ
る
も

の
が
あ
る
・
特
に
こ
の
使
者
の

一
行
が
.♂、の
使
命
藁

た
し
て
歸
朝

し
薐

・
發
心
し
て
髞

會
に
入
り
、
身
敷

金
、の
妻

に
委
ね
た

一350一 一
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の
で
あ

る
が

、
此
事
は
、

ブ
リ

ニ
や
一

二
師
の
曩
に
來
朝
し
た
際

に
力
を
葢
し
て
設

立
し
た

コ
レ
ギ

オ
及
び

セ
ミ
ナ
リ
オ
に

お
げ

る
教
育
事
業

噸こ
結
合

せ
し
め

て
考

ふ
べ
き
も

の
が
あ

っ
た
。
殊

に
使
節

一
行

の
あ

る
も
の
が

、
後

に
有
馬

の
學
林
に
關

係
し
た

、こ
傳

へ
ら
れ
て
る
る
が

如
き

は
、
愈

々
彼
等

の
將
來
し
た
繪
誌
も
し
く
ば

典
籍

-こ
、
こ

の
地
に

お
い
て
養
成
せ
ら
れ
た
吉
利

支
丹
高
家
-こ
の
間
に
、
密
接
な
關
係

を
も

つ
て

み
た
こ

ご
を
想
起
せ
し

め
る

の
で
あ

る
。
か

の
慶
長

二
年

(
西
紀

一
五
九

七
年
)
日
本

の
セ
ミ
ナ
丿
オ
に

お
い
て
印

行
せ
ら
れ
た
聖
母

マ
リ
ヤ

の
幼
き

キ
リ

ス
ト
を
抱
く
銅
版
満
の
姐
き
は
、
有
家
版
、こ
推
測
せ
ら
れ

る
も

の
で
あ
る
が

、
こ

の
原
圖
が
西
班
牙

の
イ

ス
パ
リ

ス
聖
堂

の
聖

母

高
燥
で
あ

る
,丶、
い
ふ
が
即

き
も

、
或

は
使
節

一
行

の
齎

し
た
圖
本
な
、ご
に
よ

っ
た
も

ω
か
・こ
も
推

測
せ
ら
れ
得

る
も

の
が
あ

る
。

　

舶
載

認

の
現
存
す

る
も

ω

こ
っ
ち
、
最
も

よ
く
世
に
知
ら
れ

て
み
る
も

の
は
、
伊
達
政
宗
が
羅
馬

に
逡

つ
た
使
箘
支
倉
常
長

の

一
行
が

齎
し

た
も

の
で
あ
ら
う

。
支
倉

の

一
行
は
慶
長
十
八
年
九
月

(
西
紀

】
六

=
ご
年
)
に
わ
が
國
を
發
し
て
元

和
六

年

八

月

(
西

紀

一
六

二
〇
年
)

に
歸
朝
し
た
が

、當
時
わ
が
國
に
齎
し
た
も

ω

・
中
、
最
も
著

名
な
も

の
は
支
倉
常
長

の
官
僚

(
第
三
圃
)
及
び
羅
馬
法
皇

よ
り
伊
達
氏
に
購
ら

れ
た
法

王
パ
ウ

ル
第
五

世
の
省
豫

(
第
四
圃
)
で
あ

っ
て
、
此
兩

者
は
共
に
當

時
に
お
け

る
伊
太
利

の
知
名
藹
家

の
筆

に
な
っ
た
も

の
た

う
を

疑
ひ
得
な

い
も

の
で
あ

る
。
そ
の
筆
者
に
就
い
て
は

、
な
ほ
論
議
す

べ
き
餘

地
が
あ
り
は
す

る
が

、
そ

の
霞
の
實
蹟
か
ら
察
す

る
も
、
決
し
て
庸

工
の
作

-こ
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
常
長
將
來
品

の
う

ち
別

に
吉
利
支
丹
関
係
の
轟

こ
し

て
、
聖
母

マ
リ

ヤ
が

幼
き
キ
リ

ス
ト
を
抱
く
状
を
中
心

-こ

し

て
、
下
方
に
四
聖
者

こ
上
部
に
五
天
使

・こ
を
翻
す

る
銅
版
彩
色
謁
が

あ
る
。
是
れ
ま
た
注

目
に
値
す

る
も
の

・

一
で
あ

る
。
そ

の
高
風
よ
り

見
る
時
は
、

是
は
恐
ら
く
羅
馬
に

お
い
て
作
製

せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
ら
う

。
是
等

の
常
長
將
來

の
繪
高
は
、
彼
の
歸
朝

の
こ

ろ
、
す
で
に
耶
蘇

教
禁

令
の
嚴
電
を
極
め
て
み
た
薦
め

に
、
深
く
蔵
せ
ら
れ
て
世

に
出
つ

る
機
會
を
得
な
か
っ
た
。
從

っ
て
是
等
の
も

の
が
直
接
に
わ
が

吉
利
支

丹
満
家
に
影
響

を
輿

へ
た

ミ
な
す
こ

,こ
の
で
き
な

い
事
は

い
ふ
ま

で
も

な
い
が
、
常
時

に
お
い
て
彼
等

一
派
が
そ
の
製
作
上
参
考

こ
し
た
で
あ

ら
う
所
の
舶
載
洋
蒜
の

一
端
は
、
ま
た
こ

れ
に
依

っ
て
も
推

測
す

る
に
難
か
ら
ざ

る
も

ω
が

あ

る
,

　

銅
版
轟
の
舶
載
せ
ら
れ
た
も

の
・こ
し

て
は

、
吉
利
支

丹
關

係
の
も

の

・
少
数
で
な
か

っ
た
こ
一こ
は

い
ふ
ま
で

も
な

い
。
け

れ
、こ
も
別
に
宗
教

關

係
以

外

の
も

の
も
頗

る
多
か

っ
た

の
で
あ

る
。
宣
教
師

を
始
め

一こ
し
て
来
航

ω
商
賈
な

、ご
が

常
時
本
邦
貴
族

に
贈

っ
た
も

の

・
う

ち
に
、
こ
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の
種

の
印
刷
高

の
多
數

を
存
し
た
こ

・こ
は
、
文
献
上
こ
れ
を
知

る
こ

ご
が

で
き

る
。

ワ
リ

ニ
ヤ
ー

二
が

印
度
副
子

の
使
節

こ
し

て
秀

吉
に
謁
し

た
時
の
如
き

、
ま
た
北
極
銅
版
高

の
羅
馬

の
都
を
も

の
し
た

圖
繪
、
美
装

せ
ら
れ

た
典
籍
等

を
贈

っ
た

,こ
傳

へ
ら
れ

て
る
る
か

如
き
は
、
そ

の

一
例

-こ
せ
ら

る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
吉
利
支
丹
關

係
の
銅
版
彎

こ
し

て
、
攝
津

高
磯
花
か
ら

發
見
せ
ら
れ

た
銅
版
蔬

天
使
合
掌

の

状

を

中

心

噸こ
す

る

一
圖

(
竪

一
尺
五

可
三
分
、
横

一
尺

一
寸
四

分
)

の
如
き
は

、
舶
載

の
銅
版

莇
・こ
し
て
著

し
き
も

ω

・

一難.蟹 讐
　 へ〆,　 　　,'　 　 　 　 　 　　 　 牽

,

桑!　　　　　　　　̂

緲 。ご,メし ㌔

、,顎脚 セケ甥 剛 豐 理 解 ・.捌"
'　 　　 　 　 %

㌔

第

六

圏

　

南

部

家

所

藏

西

洋

風

俗

圖

屏

風

の

一
部

◆

く

=
い
あ

る
。
然
る
に
是
れ
以

外

　

　

　

　

　

降

(

に
お
い
て
舊

李

戸
藩

に
傳

へ
ら

れ
た
薬
王

ゼ
ー

.繭
ス

】
世

の
省

豫
謁
の
如
き
は

ま
た
逸
し
難

い

も

の

・
一
ミ
せ

ね
ば

な
ら

ぬ
。

此
,省
像
の
如
き

は
、
英
吉
利

船

に
よ

っ
て
舶
載

せ
ら
れ
李
戸
候

に
贈
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
頗

る
精
妙

な
る
銅
版
書
で
あ

る
。
恐
ら
く

慶
長
元

和
の

頃

に
お
い
て
わ
か
國
に
輸
入

せ
ら
れ
た
も

の
で
舶
載
銅

版
蠡
,こ
し

て
は
、
最
も
注
目
す

べ
き
も

の
ε
い
は
ね
ば

な
ら

ぬ
。
是
等

の
ほ

か
、
舶
載

の
油

需
も

し
く
ば
銅
版
満

の
遺
物
を
求
め

る
ミ
、
東
京

帝
宰
博
物
館
所
藏
の
銅
版
細
細
、
眞
鍮
板
人
物
跪
拝

圖
以
下
、
そ
の
類

例
は
な
ほ

他

に
も
之
を
見
出
だ
す
こ

,こ
が
で
き

る
。
椴
す

る
に
是
等

の
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麟 撫 薫,

鑑論議驫
第

七

圖

誘
爆

騨

嚢

搬
.

大

浦

天

主

堂

所

蔵

大

天

使

ミ

ヵ

エ

ル

圖

比
高

,こ

相
似
た
も

の
哨こ
し

て

あ
ぐ
べ
き

は
福
島
啓

三
郎
氏

の

・

藏
す

る
西

洋
騎
士
団

で
あ

る
。

　

　

ヲ

是
は
現

に

二
圖
を
存

し

、
共

に

騎
乘
の
人

物
が
長
剣

を
揮

っ
て

馳
駆
す

る

獣
を
議

い

た
も

の
で

あ
る
・
尾

554



箇洋の期初るけ於に本 日

れ
ま
た
前
者
・こ
等
し
く

紙
本
で
あ

っ
て
、

そ
の
手
法

の
妬
き
も

純
粹
の
油
繪

・こ
ば
認
め
が

た
く
、
部
分
的

に
は
巧
み
に
毛
筆

の
細
線
が

用
ひ
ら

れ

て

る
る
の
み
な
ら
ず

、
剥
落
し
た
部
分

に
お
い
て
は
練
達
せ
ら
れ
た

用
筆

の
驪

使
せ
ら
れ
た
痕
迹
を

見
出
だ
す

。
こ

の
謁
は
も

・こ
古
河
藩
主

土
井
候

の

一
族
で
あ

っ
た
土
非
氏
の
藏

し
た
も

の
で
、
四

圖
を
傳

へ
て
る
た

の
で
あ
る
が

、
現
に
三
岡
を
存
す

る
の
み
で
あ

る
。
他

の
二
圖
は

騎

士
の
流
血
を
浴
び
て
臓
ふ
状
を
書

い
た
も

の
で
、
頗

る
凄
慘
な

る
光
景
・
'7
表
は
し
た
も

ω
で
あ

っ
た
一こ
傳

へ
ら
れ
て
る

る
。
た
"
し
此
蠡
は

さ

ほ
さ
大
き
な
も

の
で
は
な
く
、
竪

一
尺
九
寸
四
分
、
横

一
一
尺
を
算
す

る
に
過
ぎ
な

い
。
こ

の
蒜
を
以
て
松

李
家

の
屏
風
に
く
ら

べ
る
・丶丶

そ

の
手
法

に
お
い
て
は
彼
此
頗

る
近
似
し
た
點
を
有
し
、
或
は
同

一
人

の
作
で
は
な
か
ら
う
か

,こ
思
は
し
め
る
も

の
が
あ

る
。
け
れ
さ
も

厳
密

に

論
ず

る
時
は
、
是

は
か
れ

よ
り
も
稍
活
逹

な
る
作
風
を
示
し
て
み
る
事
は
否
み
難

い
。
即
ち
福
島
家
本
の
氣

力
あ

る
高
調
を
な
す

に
射

し
て
・

松

李
家

本
は

や

、
穏
健
な
る
需
趣
を

示
し
て
み
る
も

の
が
あ

る
。
然
し
な
が

ら
初
期
に
お
け

る
比
類

の
遺
品
・こ
し
て
か
や
う

に
兩
者
の
著
し
く

近
似
し

て
み

る
こ

、こ
は
、
頗

る
興
味
あ

る
事
實
.こ
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
即
ち
両

者
が
假
令

同

一
人

の
筆
で

な
い
・こ
す

る
も

、
そ
の
問
に
極
め
て
親

密
な
る
流
派
上

の
關
係

の
存
す

る
こ

ご
に
至
っ
て
は
、
固

よ
り
之
を
疑

ふ
こ

・こ
は
で
き

ぬ
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

　
こ
の
兩

者
ε
共
に
注

目
す

べ
き
遺

物

の

一
は
、
南
部
伯
所
藏

の
風
俗
圖
六
曲
騨
風

一
双
で
あ

る
。
こ
れ
は
六
曲

の
冬
扇

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
圖
樣

を
異
に
し
た
も

ω
で
、

先
づ
そ

の

一
隻

に
お
い
て
は
、

二
人
掛
話

四
圃

こ
、
一
老
人

の
前
に
牧
童

の
書
を
繙
く
も

の

一
周
ご
、
一
老
翕

の
馬
背

に

よ

っ
て
睡
眠
す

る
も

の

一
鬪
,こ
が
認
め
ら
れ

る
。
次
に
他
の

一
隻
に

お
い
て
は
前

者

こ
等
し
く

そ
の
五
扇

に
西
洋

風
俗
を

ゑ
が
き
、
別

に
そ
の

一
場
に

お
い
て
は
頗
る
奇
異
な
る
都
俗

の

一
婦
人
を

圖
し

て
み
る
も

の
で
あ

る
。
こ
れ
等

の
各
鬪

に
お
い
て
は
何
れ
も
人
物
に
配
す

る
に
自
然

景
を
以
て
し

て
み
る
。
五
圃
の
西
洋
風
俗

,こ
い
ふ
は
、
男
女

二
人
の

音
楽
を
奏
す

る
も

の
、

二
青
年

の
曾
話
す

る
も

の
、

一
人
物
の
讃
書
す

る

も

の
、

一
學
童

の
教
師

の
前

に
書
を
學
ぶ
も

の
、
及
び

二
人
物

の
談
話
す

る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
等
に
は
そ
れ

ぞ
れ
山
水
樹
木
な
加ご
が
配

せ

ら
れ
て
み
る
。
然

る
に
邦
俗
の
婦
人

に
至

っ
て
は
甚
だ
奇
抜

な
圖
様

を
な
し
、
そ
の
姿
勢

の
如
き
も
、
表
情

の
如
き
も

、
親
し
く
都
俗

婦
女
を

観

察
一
/
た
も

の

・
筆

に
な

っ
た
、こ
は
考

へ
難

い
ほ

、ご
で
あ
る
。
此
謁
ま
た
紙
本
で
あ

っ
て
そ
の
彩
具

の
如
き
は
大
體
に
お
い
て
前
者
,こ
等
し
く

し
か
も
そ

の
書
法
に

お
い
て
は
頗

る
精
細
な

る
描
寫
法
を
試
み
、
前

二
者

こ
は
金
く
そ

の
高
調
を
異

に
し
た
も

の
が

あ
ろ
。
或
は
そ

の
本
邦
婦

一 一555・ 一 一



一
層

讖洋の期初うけ於に本日

獵
纏
欝
纖
魏

終

編

瀬

も
ω
は
、
聖

菱

の
遺
賢

て
も
古
い
時
期
属

す
る
も
の
丶耄

れ
、
山
田
磊

門
作
よ
り
以
凶剛
に
お
け

輪
驫
韈

翻
錘

B廳
鸞

験
韓

縫

p鞭

舗
雛

諸

ぬ
三

れ
紙

本
に
犧

な
る
泥
繪
且
ハを
以
て
謁
か
れ
、
拐

大
耋

尺
、
鑾

尺

守

耋

9
.。
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
も
、ほ
掛
物
に

讖謙
縫
欝
魏
灘
灘

恐
ら
く
慶
長
ω
こ
ろ
に
お
い
て
藜

・れ
・窃

支
丹
繪
の
一
に
讐

べ
き
も
9
じ
あ
ら
う
。

　
　

吉
婪

丹
關
係
の
繪
薈

し
て
・
此
外
な
ほ
+
妻

藷

の
傳

へ
ら
発

も
の
二
圖
か
あ
.。
.
・ゲ、2

は
塾

尚
韆

に
お
け
る
信
者
の
家

一一356一



9

謁洋の期切るけ於に本B一

第

八

圖

　
棄

民

所

蔵

の

マ

リ

ヤ

十

五

玄

蔑

圃

鍵
1い 、嵐

晦.

鱗
熱蠹

　

㌘

.

.、
凶

秘

靉
靉

鮮

鵠

垢

廼
鐙
艤

.

轡

灘馨

遍

囀

懲
蠢

,

鬣　　　
鋤
籤

般墾逼嬲

　
旨

..解 職
窟 孝騨 騨 麟

細鱗
禰 螽

ノ

に
祕
藏
せ
ら
れ
て
る

た
も

の
で
、　
(
第
八

圖
)
そ

の
二
は
大
浦

天
主
堂
に
藏

せ
ら
れ

て
る
る
も
の
で
あ

る

(
第
九
圃
)

。
前

者

は
東
藤

次
郎
氏

の
藏

す

る
所
で
あ

っ
て
、

竪

二
尺
七
寸
、
横

二

尺

二
寸

の
紙
本
に
泥

繪
具
を
以

て
謁
か
れ

た
も

の
で
あ

る
。
そ

の
圖
は
中
部
・こ
左
右

上

の
三
邊

-こ
に
分
か

れ
、
中
部
は
更
に
上

下
の
二
部
分
に
匳
劃

せ
ら
れ

て
ゐ

る
っ
中

部

の
上
牛
に
は
聖

母

マ
リ

ャ
ガ
幼
き

キ
リ

ス
ト
を

抱
く
駄
を
表
は
し
、
}
牛
に
は
師
父

茸
人

の

『
身
像
が

書
か

か
れ
τ
る
ガ

、
そ

σ
}
端

の
文

字
に
よ
っ
て
向

っ
て

557



臠洋の期初うけ於に本日

左
方
な
る
は

イ
バ
ナ

ナ
ゥ

ス
・
ロ
ヨ
ラ
で

、
右
方

な
る
は
ザ
ビ

エ
ル
で
あ

る
事
が

知
れ

る
.
共
に
耶
蘇
會

の
敖
輯

こ
し

て
仰

が
れ

、
ザ

ビ

エ
ル

　

　

　

　

第

九

圖
　
　
大
浦
天
主
堂
所
蔵
　
マ
リ
ヤ
ト
庇
立
養
測
D

一
部
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　

の
如
き
は
始
め
て
我
國

に
耶
蘇
教

を
傳

へ
た
人

e
あ

る
こ

¶こ
は
何
人
も

知
る
所
で
あ
ら
う

。
左

右
、
上

の
三
邊
は
各
五

段

に
鳫
分
せ
ら
れ

て
、

こ
れ

に
種

々
な
る
事
變

が
表
は
さ
れ
て
み
る
。

マ
リ
ヤ
十
五
玄
義

圖

こ

よ

ぶ
の
は
即
ち
是
れ

で

あ

る
。

い
は
ゆ
る
十
五

玄
義
は
、
朝
、
書
、
夜

に
分
か
た
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
五
ケ
條

の
玄
義
が

あ
っ
て
、
す

べ
て
十
五

こ
な

る
。
朝

の
五
ケ
條

は
こ
れ
を

『
歡
ぴ

の
み

す
て
り
よ
』
噸こ
い
ひ
、

358一 一



麟 の期翻るけ於に本日

書

の
五

ケ
條
は

門
悲
み
の
み
す
て
り

よ
』

ミ
い
ひ
、
夜

の
五
ケ
條
は

『
ご
ろ
り
や
の

み
す

て
り
よ
』

、こ
い
ふ
の
で
あ
る
,
比

周
の
三
邊

に
お
い

て
朝

の
五

ケ
條
は
右
邊

(
向
っ
て
左
側
)

に
表
は
し
て
そ

の
下
方
か
ら
上

方
に
向

っ
て
順
序
立
て
ら
れ
て

み
る
。
次
に
書
の
五

ケ
條
は
上
邊

に

お
い
て
表
は
さ
れ
、
向

っ
て
左
方
か
ら
順
次
右
方
に
終

っ
て

み
る
の
で
、
夜
の
五

ケ
條
は

左
邊

(
向

っ
て
右
側
)
の
上
方
か
ら
下
轉
す

る
の
で

あ

る
。
十
五
玄
義
圖
は

要
す

る
に
聖
母

の

一
代
を
歓
喜
、
悲
嘆

、
榮

編
に
分
っ
て
こ
れ
を

キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
關
係

せ
し
め
、
そ
の
入
胎
よ
り

十
ご
歳
に
至
る
ま

で
に
起

つ
た
顯
著
な
出
來
事
五

つ
を

こ
っ
て
こ
れ
を
朝
五
ケ
條

、こ
し

て
靄
が
き
、
次
に
キ
リ
ス
ト
の
成
人
-こ
共
に
起
れ

る
痛

苦

な
る
生
涯
の
五

事
を
以

て
書
五

ケ
條
¶こ
し

て
こ
れ
を
表
は
し
、
最
後
に
そ
の
復
活
よ
り
遂
に
聖
母

マ
丿
ヤ
が
榮
福

の
冠
を
戴
く
ま

で
の
五
車

を

ミ
り

、
こ
れ
を
夜
の
五

ケ
條
・こ
し
て
震

い
た
も
の

で
あ

る
。
即
ち
聖
母

マ
リ
ヤ
を
基
杢

こ
し
て
表
は
さ
れ
た

キ
リ

ス
ト
の
傳
繪
に
外
な
ら

ぬ

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
十
五
事
は
こ
れ
を

サ

ン
タ

マ
リ
ヤ
の
御

一
代

記
,こ
呼
ん
で
み
る

の
で
あ

る
。
か
や
う

に

マ
リ

ヤ
十
五

玄
義
圖
は
吉
利
支

丹

關
係

の
繪

轟

こ
し

て
は
變
化
に
富
み
、
し
か
も
傳
記
的
事
變
を
表
は
す
も

の
な

る
が
故

に
、

一
種

の
説
話
謁

-こ
し
て
頗

る
蹇
想
味
に
富
む
も

の

,こ
い
は
ね
ば

な
ら
ぬ
。
東
氏

の

一
本
は
そ
の
調
法
に

お
い
て
は
頗
る
素
樸
な
も

の
が
あ

っ
て
、
洋

書

の
作
法
を

學
ん
で
未
だ
練
熟
を
経

て
み
な

い
感
を
残

し
て
み

る
け
れ

、こ
も

、
常
時
わ
が
吉
利
支

丹
需
家
が
舶
載
の
原
圖

に
よ
っ
て
筆

を
揮
ひ

、
多
大
の
苦
心

を
経

て
成

っ
た
も

の
な

る
事

は
察
す

る
に
足

る
も

の
が
あ

る
。
殊

に
中
央
下
半
に
お
け

る
ロ
ヨ
ラ
及
び

ザ
ビ

エ
ル
ニ
聖

者
の
省
像
の
姐
き
は
、

吉
利
支

丹
高
家

の
試
み
た
藩

候
ぐ
」し

て
頗

る
參
考

こ
す

べ
き
も

の
で
此

二
者
を
描

い
て
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
個
性
を
提

へ
ん
一こ
努
め

て
み
る
な

、ご
、
筆

者

の
反
省

に
み
ち
た
製
作

的
態

度
を
想
起
せ
し
め

る
も

の
が
あ
る
ε
な
さ
ね
ば

な
ら

ぬ
。

　

か
や
う
な

マ
リ

ヤ
十
五
玄
義
鬪

の
如
き

は
、當
時
可
成
に
流
布
せ
ら
れ

・ま
た
そ

の
形
式
に

お
い
て
も
種

々
な

る
も

の
が

作
製

せ
ら
れ

た
も

の

の
や
う

で
あ

る
。
大
浦
天
主
堂
所
藏

の

一
圖

の
如
き
は
、
前
者
・こ
は
ま
た
そ
の
形
式
を
別

に
し
た
も

の
で
あ

る
。
是
は
紙
本
に
泥
繪
且
ハを
以
て

霞

か
れ

て
る
る
こ

噸こ
は
、
前

者

こ
同
様

で
あ

っ
て
、
そ

の
大
さ
は
竪
二
尺

一
寸

、
横

一
尺
九
寸

で
あ
る
。
こ

の
謁
は
上
下
四
段

に
區
分
せ
ら
れ

そ

の
最

下
部

の

一
段

に
は
三
人

の
聖

者
を

高
き

、鯨

の
三
段
は
こ
れ
を
各
五
圖
に
わ
か
ち
、下
段

に
は
歓
び

の
五
玄
義
、
中

段

に
は
悲
み
の
五
玄

義

、
上
段

に
は
榮
編

の
五
玄
義
を
表
は
し
、
各
段

は
何
れ
も
向

っ
て
右
方
よ
り
左
方
に
順
序
だ
て
ら
れ

て
る

る
の
で
あ

る
。
卻
ち
そ
の
順
序
は

559、



齎洋ゐ期擲るけ於に本日

日
本
風

に
な
さ
れ

て
る

る
こ
"こ
が

認
め
ら
れ

る
。
最
下
段

に
お
け
る
三
聖

者
は
向

っ
て
右
端

な
る
は
聖

フ
ラ

ン
シ
ス
ク
ス
、
中
央

な
る
は
聖

ア

ン
ト

ニ
ゥ

ス
、
左
端
な
る
は
聖

ヨ

ハ
ネ
で
あ

る
。
此
識

は
も

・こ
長
崎
縣
手
外
海
出
津
に

お
け

る

一
信
徒
の
家
に
傳

へ
ら
れ
.て
る
た
も

の
で
、
甚

だ
し
く
剥
落

し
た
部
分
が
あ

っ
て
、
棄
民
の

一
本
ほ
、ご
鮮
明

で
は
な

い
か
、
そ
の
圖
樣

の
大
體
は
こ
れ
を
知
る
こ
、こ
が

で
き

る
。
そ
の
薔
法
は

前
者

,こ
等
し
く
頗

る
素
樸
な
點
が
あ

っ
て
、
謹
嚴
な

る
作
風
を
な
し

て
み
な

い
け
れ

、こ
も
、
粗
放

の
う
ち
に

一
種

の
自
由
に
し
て
塞
想
味
あ

る

高
調
を
展
開
し
て
み
る
。
殊

に
間

々
筆
線
を
混

へ
た
部

分
の
如
き
は
、
稚
拙
の
感
が
あ

る
け
れ

,こ
も
、

一
種

の
表
情
的
に
し
て
活
趣
を
帶

ぶ
る

も

の
が
あ

り
、
純
情
に
し

て
達
意
的
な
描
寫
を
な
し

て
み
る
點
は
、
却
っ
て
感
興
を
深
か
ら
し
め

る
も

の
、こ
い
は
ね
ば

な
ら

ぬ
。
固

よ
り
此

二

圖
は

同

一
の
筆
者
・こ
は
な
し
難

い
が
、
恐
ら
く
共

に
慶
長
の
頃
に
お
い
て
作
製
せ
ら
れ
た
も

ω
で
あ

ら
う
。

　

吉
利
支

丹
関
係

の
訟
粤
こ
し

て
、
東
京
帝
察
博
物
館

に
は
、
か
の
三
聖

者
豫
を
摸
寫
し
た
も

Q
こ
覺
し

い
油
糟
が
藏
せ
ら
れ
、
そ
は
前
者

こ
共

に
長
崎
奉
行
所

の
宗
門
藏

に
傳

へ
ら
れ

て
る
た
も

Q

こ
い
ふ
。
固
よ
り
信
敏

徒

の
手
か
ら
押
収
し
た
も

の

・
一
で
あ
ら

7
か
、
是
れ
ま
た
此

地

方
に

お
け

る
吉
利
支
丹
高
家

の
手
に
成
っ
た
も

の

こ
し

て
著

し
き
遺
物

の

一
に
數

、山
べ
き
で
あ

る
..
原

圖
に
比
し

て
少
し
く
そ

の
菁
の
見
劣
の
.

す

る
も

ω
あ
る
を
免
れ
な

い
け
れ

、ご
、
熱
心
な

る
常
時

の
吉
利
支
丹
識
家

の
藝
術
的
努
力

を
想
到
せ
し
む

る
に
延
う
も

ω

-こ

い

は

ね
ば
な
ら

ぬ
。
慶
長
十
六
年
以
後
幕

府
の
耶
蘇
教
に
對
す

る
禁
壓
は
、
最
も

厳
重
.こ
な

っ
て
き
た
か

た
め
に
、
吉
利
支
丹
書
家
も

ま
た
こ
れ
以

後
に
お
い

て
は
、

多
く

の
迫
害

・こ
戰
ひ

な
が
ら
、
そ

の
前
途
を
開
拓
す

る
を
餘
義
な
く

せ
ら
れ
た
事
は
い
ふ
ま

で
も
な

い
。
山

田
右
衛

門
作
等

の

一
派

は

か
や
う

な
時

期
に
お
い
て
、
か
や
う

な
間

に
自
ら

の
營
み
を
な
し
て
行

っ
た
の

で
あ
る
。
右

衛
門
作
は
議
事
を
以
て
松
倉
長

門
守
に
扶
持

せ
ら

れ
て
る
た

・こ
い
ふ
も

、
固
よ
り
耶
蘇
教
關
係
の
諜
に
至

っ
て
は
公
然
こ
れ
を
試
み

る
こ

,こ
な

,ご
は
で
き
な
か

っ
た

に
相
違
な

い
。
い
つ
れ

に
し

て
も

彼
の
電

こ
し

て
信
憑
す

る
に
足
る
も
の

・
傳

へ
ら
れ

て
る
な

い
事
は
甚
だ

遺
憾

で
あ

る
。
彼
が
蠡

い
た
作
物

の
う
ち
に
逹
摩
圖
の
あ

っ
た

こ

、こ
は
こ
れ

を
信
ず

る
に
足

る
の
理
由
が
あ

る
が

、
予
は
曾
て
初
期
洋
薔

の
遺
物
ミ
麗
し

い
も

の

・
一
・こ
し
て
逹
摩
圖
を

見
た
け
れ

一こ
も

、
こ

れ
ま

た
彼
の
作
物

-こ
な
す

べ
き
根
據
を
見
出
す
こ

¶こ
が

で
き

な
か

っ
た
こ
一こ
を
憾
み
・こ
な
し

て
み

る
。

　

然

る
に
山

田
右
衛
門
作
の
時
期
に
屬
す

る
遺
物

に
就
い
て
は
、
今
H
之
を
傳

へ
た
も

の
が
な

い
で
は
無
い
。
殊
に
年
代

の
知
ら

る

・
も

の
一こ

一 一560一 「一
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し
て
最
も
興
味
あ

る
も

の

・

一
は
、
佐
賀
岡
山
氏

の
蔵
す

る
島
原

反
徒
の
旗

冷
第
十
鬪
)

　
　
　

第

十

圖

　
岡
山
氏
所
蔵

'原

　 　 　 　 　 　 城　 　 尋

　 　 　 　 　 　 反

　 、 ・亙 　 　 　 徒
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　 韈 灘 鏈 戴 鼕ii野
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　 し

蜘議變變 蠡蠹
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1戀蠡 鑰聯

・亮二・

、、臨

写

　

●

馬

右

　

'

・籔

監

"
一
　

葺

、

"　

…＼

』

　

.藩
ー

ー

鑼

　

義　

　

　
で
あ

る
。
是
は
佐
賀

藩
の
臣
鍋
島
大
膳
が
原

城
の
攻

囲
戰
に
參
如
し

て
分
捕
つ
た
も

の
で
、
傳

へ
て
賊
將
益

田
四
郎
蒔
直
の
用
ひ
た
も

の

こ
稱
し

て
み

る
。
こ

の
旗

は
紋

リ

ン
ズ
の
地
を
以
て
製

せ
ら
れ
、
そ

の
中
央
に
は

人
な
る
酒
杯

の
上
に
、
固
形
を
鬪
し

、
こ
れ

に
十
字
架

を
加

へ
て
、
カ
リ
ス
哨こ
オ

ス
チ
ヤ
¶こ
ク

ル
ス
ーこ
を
表
は

し
、
そ

の
左
右
に
は
二
天

使
が
禮
拜
す
る
さ
ま
を
倒
し

て
み
る
の
で
あ

る
。
旗

の
上
端

に
は
拉
典
語
で

『
讃
仰

し
て
あ
れ

、
い
、こ
も
尊
き
秘
跡
』
噛こ
い
ふ
意
味
を
記
し

て
み
る
。
此

旗
に

お
け

る
謁
文
が
洋
謁

の
作
法

を
學
ん

だ
者
に
よ

っ
て
圖
せ
ら
れ
た
も

の
な
る
こ

・こ
は
勿
論
で

あ
る
。
そ
れ

は
す

べ
て
水
墨
を
以

て
し
、
巧
み

に
洋
菁

の
趣
致
を
提

～
て
る
る
の
み
な
ら
ず

、
天
使
を
始
め
一こ

し
て
、
酒
杯

に
お
け

る
陰
影
法

の
如
き
は
、
銅
版
謁
に

お
け
る
.于
法

に
よ
っ
て
み
る
こ
一こ
を
認
め

し
め

る
o
固

よ
り
繪
謁
、こ
し

て
は
さ
ほ

、ご
名
家

の
筆

,こ
は
な
し
難

い

け
れ

、こ
も

、
二
天
使

の
如
き
は
や

・
表
情

的
な

一
種

の

識
法
に
よ

っ
て
、
印
象
的

な
趣
を
示
し
て
み
る
こ

¶こ
は

否
み
難

い
。
常
時
右
衛
門
作
は
城
内

に
あ
っ
た
關
係

に

361 一



扇洋の期初うけ於に本H

お
い
て
、
直
ち

に
こ

れ
を
以

て
彼
の
筆

¶こ
な
す
こ
・こ
に
は
躊
躇
す

べ
膏
も

、
彼
の

一
派
が

織
し
た
も
の
な

る
こ
一こ
は
疑
ぴ
を
容
れ
な

い
の
で
あ

る
。
然

る
仁
同
じ
く
島
原
役
の
戰
利

品
、こ
し
て
、
山

田

一
派

の
作
物

こ
見
做
す

べ
き
も
の
が

別
に
世
に
傳

へ
ら
れ

て
る
る
こ

一こ
に
至

っ
て
は
吏

に
注

目
に
値
す

る
事
實

こ
い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。

そ
れ
は

東
京
西
村
澹

氏

の
蔵
す

る
西
洋

貴
族

翻
艀
風

で
あ

る
。

　

こ

の
屏
風
は
現
に

二
曲

に
仕
立
て
ら
れ
、
西
村
家

に
は
唯
そ

の

一
隻
を
傳
ふ
る
の
み
で
あ

る
か

、
別

に
同
種
の
も

ω
か
豊
橋
に
存
す

る
一こ
い

ふ
。
こ

の
諾
は
嶋
原
の
亂
に
際
し

て
、
松

夲
信
綱

の
臣
、
西
村
次
郎
右
衛
門
爲

正
が
旗

奉
行

こ
し

て
参
戦
し
た
が

、
城
の
陥
る
に
及
ん
で
、
戦

利
品

¶こ
し
て
携

へ
歸

つ
た
も

の
・こ
傳

へ
ら
れ

て
る

る
。
こ

の
高
は

二
圖
に

分
か
れ
て
み
る
か
、
甚
だ
し
く
剥
落
し

て
そ
の
鬪
樣

の
辨
じ
が
た

い

部
分
が

あ
る
ほ

、ご
で
あ

る
。
そ
の
圖
の

一
は
寶
冠
を
戴
け

る

一
人
物
が

建
物

の
階
段
を

後
ろ

に
し

て
立

つ
默

で
あ

っ
て
、
他

の

一
圖
は

一
武
人

が

階
前
を
歩
み
ゆ
く
樣
を
表
は
し
、
そ

の
背
後
に

お
け

る
窓
に
は

一
人
の
之
を

見
塗

る
が

如
き
状
を

な
す
も

の
で
あ

る
。
兩
者
は
も

,こ
よ
り
共

に
舶
載
の
原

本
に

よ
っ
て
圖
せ
ら
れ
た

,こ
信
ぜ
ら
れ

る
。
そ

の
謁
法
は

等
し
く
紙
本
な
が
ら
上
述

の
松
李
家
泰
西
王

族
騎
馬

圖
な
、ご
に
比
し

て

著
し
く
油
繪

の
作
法

に
近
か
く
、
そ
の
遠
近

法
を

始
め

,こ
し

て
陰
影

の
別
な

,ご
に

お
い
て
も
努
め

て
原
藹

の
趣
致
を
得
ん
・こ
し
た
形
迹
を
殘
し

て
み
る
。

げ
れ

さ
も

そ
の
高

の
全
局
に
お

い
て
幾

分
調
整
を
缺

い
た
も

の
が
あ

っ
て
、
自
由

な
る
蕩
筆

の
運
用
に
お
い
て
は
未
だ
盡
さ

な
い
も

の
あ

る
を
免
れ

な
い
。
も
し
こ
の
謁
が

傳
説

の
如
し

・こ
す
れ

ば
、
山
田

一
派

の
後
期
吉
利
支

丹
高
家
の
作
物
た

る
こ
一こ
は
、
殆

、ご
疑

ふ
こ
勺こ
は

で
き

な
い
も

の
で
、
吾
人

の
大
に
參
考
、こ
な
る
も

の

こ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
・

　
こ

の
高

-こ
頗

る
類
似
し
た
圖
様
を
な
す
も

の
は
、
田
邊
朔
郎
氏
所
藏
の
油
繪
人
物
菁

二
圖

(
第
十

一
及
第
十

一一
圖
)
で
あ

る
。
そ
の

一
圖
は

一
武
人

の
階
段
を
後
ろ
に
し
て
立

つ
を

一
人

の
窓

に
よ

っ
て
見
塗

る
瓶
で
あ

っ
て
、
そ

の
意
匠
に

お
い
て
前

者
の

一
,こ
や

・
相
似
た
も
の
が
あ

る
。
他
の

一
圖
は

一
婦
入
が
戸

口
に
佇

立
す
ゐ
状
を
表
は
す
。

こ
れ
等

の
三
岡
は
前
者

に
比
し

て
更
に
練
熟
せ
ら
れ
た
技
巧
を
示
し
、
人

物
の

姿
態
を
始
め
うこ
し

て
、
そ
の
表
情

の
如
膏
も
頗

る
自
由
で
あ

っ
て
、
著

し
く
確
信
的
な

る
作
法
を
な
し

て
み
る
。
そ
の
部

分
的
な
謁
的
説
明
に

お

い
て
も

前

二
圖
よ
り

更
に
適
切

で
あ

っ
て
、
そ

の
全
局
に

お
け
る
高
調

の
如
膏
も
頗

る
印
象
的
で
あ
り
、

一
味

の
反
撥
力
あ

る
描
法
を
示
し

て
み
る
こ

,こ
は
何
人
も
こ
れ
を
否
む
こ

一こ
が
で

膏
な

い
。
そ

の
來
歴
に

つ
い
て
も

い
ま
こ
れ

を
知
る
こ

一こ
が

で
膏
な
い
の
み
な
ら
ず

、
そ
の
筆

一 一562一 一



喬洋の顛切接,㌻ 於に茶 目

第

十

圏
圖

田

邊

氏

所

蔵

西

洋

風

姿

図

(其

一
)

鑑

十

二

圏

　

男

邊

氏

所

蔵

西

洋

風

俗

圖

(
壮
つ
ご

丶

著
を
知
る

の
資
料
も
ま

π
こ
れ

を
,こ
f
め
て

み
な
い
が

故
に
、
果
し
て
何
人

の
描

い
た
も

の
か
こ
れ

を
定
め

る
こ
一こ
が

で
膏
な

い
け
れ

、ご
、
山
田

一
派

の
作

-こ
し
て
、
前

三
囲
.こ
併

せ
て
考

へ
ら

る
べ
き
も

の
・こ
な
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
、
し

か
も

現
に
傳

ふ
る
初
期
洋
書

の
遺
物

、こ
し
て
、
そ
の
有
数

の
も

の
た
る
こ

、こ
に
至

っ
て
は
、
多
言
を
須
ひ
な

い
所

¶こ
す

る
。

　

是
等

こ
共

に
神
田
男
舊
蔵
の
西
洋
風
俗

二

周
は
逸
し
難

い
も

の
で
あ

る
。
其

一
は

二
人

の
西
洋
武
人
が
對
談
ず

る
状

で
(第

ナ
三

圖
)

あ

っ
て
其

二
は

一
敏

師
の
二
學
童
を
率
み

る

さ
ま
を

衣
は
し
た
も

の
で
あ

る
.、
兩
者
共
に

紙
本
で
あ

っ
て
之
れ

に

一
種

の
油
繪
具
を
以

て
薔
か
れ
て
る
る
が

そ
の
謁
は
頗
る
洗
練
せ

ら
れ
た
技
法
を
示
し
、
人
物

の
形
態

に
お

い

て
も

頗
る
自
然
的
で
あ
り

、
其
態
度
及
び
表

情
の
如
き
も

、
著
し
く
合

理
的

な
ω
も

か
あ

る
。
間

々
細
筆
を
以

て
頗

る
精
細

な
る
描
寫

一
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黴洋の期初うけ於に本日

に
對
す

る
修
養

の
淺

か
ら
ざ

る
乙
を
思
は
し
め
る
。
然

る
に
是
の
二
圖
に
お
い
て
信
方

、こ
よ
ま

る

・
落
款
が
あ

っ
て
、
こ
れ
に
方
形

の
奇
な
る

印
を
押
し
て
み
る
こ

一こ
で
あ

る
。
そ
の
何
人

で
あ

る
か
は
明
か
に
す
る
乙
は

で
き

な
い
け
れ

、ご
、
或
は
右
衛

門
作
で
は
な
い
か
・こ
な
す
説
が
あ

る
。
け

れ
盲
も
信
方
を
以

て
右
衛
門
作

,こ
認
む

べ
き
確
然
た

る
根
據
に
至

っ
て
は

、
未
だ
こ
れ
を
發
見
す

る
こ

・こ
が

で
き

な
い
。
右
衛

門
作
は

古
菴

こ
號
し
た
こ
一こ
が
あ

っ
た
け
れ

、こ
も

、
信
方
若
し
く
ば
こ
れ
に
類
す

る
名

の
あ

っ
た
こ

一こ
を
聞
か
な

い
。
從

っ
て
信
方
は
こ

・
に
は
別
人

、こ
な
し
て
考

へ
る
の
外
は
な

い
、こ
い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
然

る
に
こ

の
落
款
あ

る
作
物
は
往

々
世
間
に
傳
は

つ
て
み
る
も

の

・
や
う
で
予
の
經
賑

し

た
も

の

・
う
ち
逹
摩
を
嗇
い
た
も

の
に
、
こ

の
落
款
の
も

の
が
あ

っ
た
が

、
そ
は
や
は
り
油

繪
具
を
以

て
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
從

っ
て
此

類

の
題
材

に
筆
を
染
め
た
こ

一こ
も

ま
た
知
り

得
ら
れ

る
か
、
特

に
注
目
す

べ
き

は
彼
が

省
像
を
描
い
て
み
る
こ

一こ
で
あ

る
。
堀
内
氏
所
藏

の
日

激
上
人

像
は
、
此
意
味

に
お

い
て
頗

る
興
味
あ

る
も

ω
で
、

是
に
は
前
者

・こ
同

一
の
落
款
あ
る

の
み
な
ら
ず

、
圖
上
に
は
南
無
妙
法
蓮

華
經
の

文
字
惰こ
、
別
に

『
開
山

日
敏
尊
聖
人
』
　
『
慶
長
十
三
年
申
九
月

六
日
遷
化
』

の
文
字
を
残
し
て

み
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
此
謁
が

慶
長
十
三
年
九

月
に
お
け

る
聖
人
遷
化

の
以
前
に
描
か
れ
た
も

の
で
な

い
こ
、こ
も

知
れ

る
の
で
あ

る
。
日
敏
上
人
は
目
蓮
宗

の
名
僧

-こ
し
て
聞
え
た
人
で
、
慶

長
十

一
年
に
お

い
て
池
田
輝
政

の
室
が
、
そ

の
母
の
た
め
に
播

州
山
崎

に
青
蓮
寺
を
建
立
し
た
時
、
上
人
を
請
じ

て
開
山
、こ
な
し
た
一こ
い
ふ
。

上
人

は
慶
長

十
二
年
九
11
に
遷

化
し
た

、こ
記
さ
れ

て
み

る
か
ら
、
此
謁
像
も
ま
た
此
時
を
後
れ
る
こ

、こ
甚
だ
し

か
ら
ざ

る
時

に
成
っ
た
も

の

こ

推
せ
ら
れ
る
。
此
菁
像
を
見

る
ミ
、
そ
の
面
貌
風
格
は
頗

る
寫
實
的
で
あ

っ
て
、
巧
み
に
個
人
的
特
徴
を
提

へ
、
し
か
も
そ

の
態
度
ご
表
情
唱こ

が
著
し
く
印
象
的
に
描
寫
せ
ら
れ
て
、

一
種
の
無
力
を
表
は
さ
ん

・こ
す

る
も

の
が
あ

る
。
即

ち
當
時
に

お
け

る
わ
が
國

の
谷
懐
薔

、こ
し
て
は
頗

る
新
ら
し
み
あ
り
、
ま
た
破
格

な
る
感

を
深
か
ら

し
め
る
も

の
が
あ

る
,こ
い
は
ざ

る
を
得
な
い
。

恐
ら
く
初
期
洋
蠡
の
遺
物

-こ
し
て
最
も
異
彩

を
放
つ
も

の

・
一
・こ
な
す
に
足

る
で
あ

ら
う

。　
(
第

十
四
圖
)

　

初
期
洋
書

に

お
け

る
官
僚
薔
の

遺
物

こ
し
て
、
高
槻
在
東
氏

の
藏

す

る
ザ
ベ
リ
オ

(
ザ

ビ

エ
ル
)
像
は
逸
し
難

い
も
の

で
あ

る

(
第

十
五

圖
)

こ
れ
は
紙
本
竪
二
尺
六
寸
八
分
、
横

一
尺
八
寸
五
分
の
大
さ
を
も
ち
、
そ
の
高
像
は
半
身
像

で
あ

っ
て
、
師
父
が

外
套
の
下
か
ら
双
手
を

出
だ
し
、
こ
れ
を
胸
の
邊
に
あ

て

・
交
叉
し
て
み
る
状

で
あ

る
か
、
師
父

の
右
手

に

お
け
る
三
指
に
支

へ
ら
れ
た

ハ
ー

ト
形
か
ら
は
斜
め

に
十

一一 一365一 一一
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窗洋の期初うけ於に本日

字
架
が
長
く
菁
か
れ
、
こ
れ
を
繞
っ
て
三
天
使
が
飛
翔
す
る
勢
に
あ
る
。
そ
の
ロ
邊
か
ら
羅
典
語
で

『十
分
な
り
、主
よ
、十
分
な
り
』
,こ
い
ふ

文
字
を
記
し
て
み
る
。
ま
た
謁
像
の
も
・こ
に
は

『瑳
夫
羅
怒
青
同
町
・
山
別
論
麼
・
搓
可
羅
綿
都
』
即
ち

『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ベ
リ
オ

・
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
』
噛こ
讀
ま
れ
る
文
字
ご
漁
父
瓔
¶こ
い
ふ
署
名
の
ほ
か
、
壼
形
の
印
お
よ
び
長
方
白
字
の
遊
印
が
あ
る
。
此
薔
像
は
も
一こ
よ
り

舶
載
の
原
圖
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
泥
繪
具
を
も
つ
て
や
・
謹
密
な
る
描
寫
を
な
し
、
幾
分
撥
刺
た
る
生
気
に
お
い
て
缺
け
る
所
が
あ
る

　
　
　
第

+

四
圖
　
　
信
方
筆
　
日
教

上
人
豫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
、
そ
の
面
貌
に
お
け
る
個

性
味
に
至
っ
て
は
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

噛こ
比
較
す
る
一こ
、
兩
者
の
間
に
は
著
し
く
相
違
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

る
所
が
あ
る
。
即
ち
前
鬪
に
お
け
る
筆
者
の
気
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

西
洋
諾
の
意
匠
が
加
味
せ
ら
れ
て
る
る
こ
¶こ
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

め
し
め
る
。
殊
に
こ
の
ザ
ベ
リ
オ
像

鴨こ
も
併
せ
て

　
　
　
　
　
　
　

●　
　
∴
　
气で
∴

る
も
の
が
あ
る
。
要
す
る
に
此
書
像
の
如
き
は
慶
長
の
頃
に
お
い
て
わ
が
吉
利
支
丹
高
家
の
手
に
な
っ
た
も
Q
こ
し
て
、
東
氏
所
藏
の
マ
リ
ヤ

十
五
玄
義
圖
申
の
ロ
ヨ
ラ
及
び
ザ
ベ
リ
オ
像
¶こ
共
に
大
に
褒
者
に
資
す
べ
き
史
料
・こ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
是
等
の
ほ
か
、
初
期
洋
薔
の
遺
物
・こ
し
て
術
世
間
に
存
す
る
も
の
は

一
二
に
止
ま
ら
な
い
。
け
れ
、こ
も
此
時
期
に
お
け
る
わ
が
國
の
洋
讒
の

一
般
は
是
等
の
も
の
に
依
っ
て
略
ぼ
之
を
窺
ひ
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
是
等
の
遺
物
に
就
い
て
見
る
,こ
、
純
粋
な
る
油
繪
.こ
、
油
繪
を
學
ん
だ

粗
悪
な
る
泥
繪
風
の
も
Q
こ
、別
に
純
良
な
る
顔
料
に
卵
黄
、膠
水
な
、ご
を
混
じ
て
満
い
た
も
の
一こ
の
三
種
の
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
他
に



お
い
て
單
純

に
毛
筆

に
よ
っ
て
洋
藹
を
摸
倣
し
た
も

の
も
闇

々
あ

っ
た
事
は

い
ふ
ま

で
も
な

い
。
殊

に
長
崎
縣

に

お
け

る
生
月
島
の
信
徒
間
に

傳

へ
ら
れ

て
る
た
納

戸
紳
・こ
孵
す

る
も

の

・
中
に
は

、
荊
冠
葦
笏
の
キ
リ

ス
ト
像
な
、ご
を
存
す

る
の
で
あ

る
が

、
こ

の
種

の
も

の
に

お
い
て
は

毛
筆

に
よ

っ
て
洋
謁
を
摸
し
た
頗

る
稚
拙
な
も

の
も
あ

る
。
生
月
島
の
以
外
に

お
い
て
も

吉
利
支

丹
遺
物

、こ
し

て
間

々
こ
の
種
の
も

ω
が

見
出

さ
れ
、
人
を
し
て
そ
f
う
に
往
時

に
お
け

る
教
徒
逹
の
惨

苦
を
し
の
ば
し
め

て
み
る

の
で
あ

る
。

五

衢洋の期切るけ於に本日

　
初

期
に
お
け

る
洋
書

の
遺
物

に

つ
い
て
考

へ
る
一こ
、
宗
敏
的
な
も

の
を
始
め

、こ
し

て
、
宗
教
以
外

の
も

の
に
お

い
て
も

、
省
像
、
風
俗
、
自

然
景
な
、ご
様

々
な
も

の
を

吾
人

の
視
野
に
展
開
し
て
み
る
。
是
等

の
も

の
が

、
豐
臣

お
よ
び
徳
川
初
頭

、
即
ち
殺
伐
極
ま
り
な
き
戦
国
時
代

の

延
長

,こ
も

い
ふ
べ
き
時
期
に

お
い
て
盛

ん
に
親
臨
し
た
も

Q

こ
し
て
は
、
寧
ろ
そ

の
藝
術
的
本
質

に
お
い
て
反
撥
性

に
乏
し
く
、
ま
た
氣

力
に

お
い
て
幾

分
缺
け
た
點
あ
る
を
奇
畢

こ
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
も

・こ
よ
り
外

來
藝

術
が
そ

の
發
逹

の
初
期
に
お

い
て
動
も

す
れ
ば
模
倣
に
忙
は
し
く

精
神
力
な
き

作
物
を
殘
す

の
や
む
な
き
を
致
し
て
み

る
こ
、こ
は
、
間

々
歴
史
的
に
も
認
め
得
ら
れ

る
現
象
で
あ

る
け
れ

、ご
、
此
時
期

に

お
け

る

わ
が

國
在
來
の
繪
謁
が
著
し
く
反
撥

的
で
あ
り

、
ま

た
放
膿

に
し

て
旺
ん
な

る
気
力
を
包
蔵
す

る
に
比
す
れ
ば

、
餘
り

に
格
段

な
る
相
違
が
あ

り
、
距
離
が
あ

る
こ

・こ
を

見
出
だ
す
。

是
は
輸
入
藝
術

の
模
倣

に
も

・こ
づ
く
も

の
も
あ

っ
た
で
あ

ら
う
が

、
同
時
に
ひ

一こ
り
此
事
情

に
の
み
歸

着
せ
し
め

て
考

へ
る
を
許
さ
な

い
も

の
が
あ

っ
た

・こ
信
ぜ
ら
れ

る
。

　
當
時
我
國
に
入
り
來

つ
た
新
ら
し
い
文
化
が
、
異
国
趣
味
の
強
い
物
質

的
な
禮
讃

に
よ
っ
て
迎

へ
ら
れ

て
る
た

事
は

い
ふ
ま

で
も
な

い
。
從

っ
て
く
さ
ぐ
さ

の
珍
奇
な
輸
入
品
は
、
国
民

の
ま

へ
に
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
な
緊
張

,こ
興
奮

こ
を
傳

へ
た
で
あ
ら
う
こ
、こ
も

察
せ
ら
れ
、
ま
た
か

や
う
な
品

々
を
も

つ
夢

の
や
う
な
文
化
的
雰
園
氣
に
謝
し
て
。
大
き

な
憧
憬
を

い
だ
か
せ
た
で
あ
ら
う

こ
一こ
も
推

せ
ら
れ
る
。
然

し
な
が
ら
是

れ
に
結
合
し

て
入
り

來

つ
た
精
綿
的
な
よ

り
大
き
な
新
ら
し

い
宗
敏

の
流
れ
は

、
賢
純
な
好
奇
的
な
要
求

だ
け

に
迎

へ
ら
れ
た
ぐ
ほ

考

へ
ら
れ

な
い
も

の
が
あ

る
。帥

ち
常
時

、耶
蘇
教

の
新
ら

し
い
信
仰
か
驚
く

べ
き
勢
ひ
を
以
て
人

々
の
胸
に
植
ゑ
附
け
ら
れ

て
行

っ
た

の

は
、
寧
ろ
魂

の

367
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歯滓の期初るけ於に本日

静
穏
・こ
李
和
・こ
を
得
や
う
「こ
欲
し
た
痛
切
酷
烈
な
る
要
求
が
人
々
の
心
に
芽
ざ
し
て
み
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
同
時
に
久
し
く
打
續
い
た
血
の
爭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奪
に
對
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

驪

恥

钁
1婁磯

醗 読1

鰹遵
紫

、爵
糖蹼

響
継触

L̀

圖 五 十 第像 オ リ ペ ザ の 見 發 在 槻 高

一
大
反
動

の

気
運
が

醸
さ

れ

て
み
た
と

、こ
併
せ

て
考

へ
な
く

て
は

な
ら

ぬ
も

の

が
あ

っ
た
の

で
あ

る
。
こ

の
こ

ろ
に

お

け

る
殆

、こ
す

ぺ
て
の
階
級

は
、
そ
の
内

面

に
お
い
て

彼
等

の
生
存

圈

に
展
開

せ

ら
れ

つ

・
あ

っ
た
無
意

義

一 一68一



鞠

窗洋の期初るけ於に本日

な
る
血
の
浪
費
に
就

い
て
、
少
く

・こ
も

幾
分
か
つ

つ
不
安
、ご
不
快

・こ
を
感
じ
初
め
て
み
た
ガ

、
新
ら

し
い
紳
の
教

は
こ
れ

に
謝
し
て
魂

の
夲
和

を
支
持
し

や
う

一こ
し
た

の
で
あ

っ
た
。
爭
鬪
か
ら
不
和

へ
、
苦
悶

か
ら
安
靜

へ
、
罪
障
か
ら
贖
宥

へ
。
神
の
敖

は
彼

寺
の
痛
切

に
要
求
し
つ

・

あ

っ
た
或

物
に
觸
れ

て
行

っ
た

の
で
あ

る
。
即
ち
當
時

傳

へ
ら
れ

た
耶
蘇
教
は

か
や
う

な
時
代

の
大
き

な
要
求

に
對
し

て
精
神
的
な
あ

る
光
明

を
傳

へ
ん
¶こ
し
た
も

の
「こ
見
ら
れ
る
。
も
し
傳
道

の
背
後

に

お
い
て
政
治
的
侵
略

¶こ
い
ふ
不
快
な

る
嫌

疑
を
喚
び
起
こ
す

や
う

な
言
動
が

示
さ

れ

な
か

っ
た
な
ら
ば
、
そ

の
結
果
は
近
代

の
わ
が

文
化
に
對
し

て
更

に
大
き
な
或
物
を

寄
與
し
た
で
あ
ら
う
事
は
疑
ひ
を

容
れ

な
い
。

　

耶
蘇
教
文

化
に
よ
っ
て
勵
ま
さ
れ
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
生
長
し
た
初
期

の
洋
高
は
、
や
は
り
そ

の
雰
圍
氣

の
も

つ
或

物

を
示
し

て
み
た
で
あ

ら
う
事
は

い
ふ
ま
で
も

な

い
。實
際

に

お
い
て
そ
の
遺
物

は
そ

の
藝

術
的
本
質

の
う

へ
に
、雫
鬪
的
な
気
分
を
離
れ
た
或
る
安
静

な
よ
ろ
こ
び
を

傳

へ
ん
一こ
し
み
る
も

の
が
あ

っ
た
。
心

の
靜

か
な
覧
ろ
ぎ

一こ
明

る
さ

・こ
を
傳

へ
ん
、こ
し
て
み

る
も

の
が
あ

っ
た
。
し
か
も

そ
れ
は
時

代
的
雰
圍

氣
か
ら
み

る
、こ
、
著
し

い
矛
盾
で
あ

る
か
、
同
時

に
正
し

い
表

示
で
あ

る
、こ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が

ら
之
に
射
し

て
嚴
電
な
薬
歴
が

加

へ

ら
れ

始
め

る
に
お
よ

ん
で
、
そ

の
積
極
的
な
建
設
が

破
壊
せ
ら
れ
、
逑
に
逃
避

者

こ
し
て
著
し
く
そ

の
氣
力
を
失

ふ
に
至

っ
た
こ

ご
も
事
實
で

あ

る
。
從

っ
て
そ
の
間
、
消
極
的
な
退
嬰
的
な
、
時

に
あ

っ
て
は
頗

る
陰
慘

な
或

る
気
分

の
投

現
に
終
始
し
た

や
う
な
作
物
を
も
遺
す

に
至

っ

て
み
る
の
で
あ

る
。

　

初
期

の
作
物
を
以

て
、
第

二
期
に
お
け

る
も

の
に
較
べ

る
、こ
、
著

し
く
そ
の
技
巧

に
お
い
て
勝
れ

て
み

る
こ

一こ
は
否
み
難
い
。

是
は
要
す
る

に
耶
蘇
教

の
激
育

事
業

に
よ

っ
て
幾

分
正
し
く
規
則
だ

つ
た
研
究
的
過
程
を
一こ
ら

へ
る
こ
一こ
が

で
き
た
こ

一こ
・こ
、
そ

の
粥

導

者
が
専
門
家
で
な

い
ま

で
も

、
技
術
的
訓
練
を
経
た

,こ
覺
ぼ
し

い
宣
教
師
逹
で
あ

っ
た
こ
一こ
,こ
、
更
に
參
考
、こ
せ
ら
れ

た
繪
菁
的
實
蹟
、
圖
本
、
書
籍

の
類
が
盛

ん

に
舶
載
せ
ら
れ
、
大

に
そ
の
研
究
上

の
進
歩
を
促
が

し
た
事

こ
に
歸
す

べ
き
も

の
が
あ

る
。
こ

の
點
に

お
い
て
第

二
期
に
お
け

る
洋
高
は
そ

の
生

長
上
、
幾
多
の
障

碍
を
も

つ
て
み
た
の
で
あ

る
。
加
之
ら
ず
布
教
事
業

に

こ
も

な
ひ
、
そ
の
製
作

を
必
要

・こ
し
た
こ
,こ
も

、
ま
た
そ

の
進

歩
の
上
に
關

係
を
も

つ
て
み
た
で
あ

ら
う
事
》
頻

記
.せ
し
め
ろ
。

　

か
く

て
驚
く

べ
き
發
展
を
示
し
た
初
期
の
洋
満

は
耶
蘇
教
文
化
の
關
係
上
、
伊
太
利

の
文
藝
復

興
期
に
お
け

る
高

風
の
感
化
を
最
も
多
く
受

一 一一369一 一
、
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取

っ
た
事
は
勿
論

で
あ

っ
て
、
同
時

に
ま
た
西
班
牙

に
お
け

る
繪
満

の
刺
戟
を
も
受
取

つ
た
こ

ミ
か
認
め
ら

れ
る
。
こ
れ
等

の
影
響

に
よ
っ
て

初
期

の
洋
謠
は
、
自
然
も
し
く
ば
自
然
物
を
高
く
こ

ご
よ
り
も

、
宗
敏
的
題

材
も
し
く
ば
人
物
、
風
俗
、
省
豫
の
類

を
圖
す

る
こ

一こ
を
得
意
-こ

し

、
此
意
味

に
お
い
て
殊
に
人
體

の
研
究

に
よ
っ
て
第

二
期
の
そ
れ

よ
⇔
も

大
に
・て
の
長
所
を
發
挿
す

る
に
至
っ
て
み
る
。
人
體
の
ほ

か
、
遠

近

法
の
如
き
も
可
成
に
淮
意
せ
ら
れ
、
是
に

つ
い
て
ω
研
究
上

の
書
籍
も
ま

尤
舶
載
せ
ら
れ

て
み
た
一こ
考

へ
ら
れ

る
。
そ

の
遺
物
の
上
か
ら
見

る

こ
、
極
め

て
精

細
緻

密
な
る
描
寫
法
が
試
み
ら
れ
、
陰
影
法

の
姐
き

は
最
も
注
意
深
か
く
反
省
せ
ら
れ
た
こ

ご
が
認
め
ら
れ

る
。
殊

に
個

々

の
形
態
描
寫
に

お
い
て
陰
影
法
に
可
成

の
注
意
か
拂
は
れ

て
る

る
に
拘

ら
ず
、
藹

の
全
書

面
に
お
け

る
陰
影
的
効
果

に
至

っ
て
は
、
往

々
粗
漫

な

る
憾
を
留
め

て
み

る
の

で
あ

る
。
ま
た
人
物

に
配

せ
ら
れ
た
自
然
景

の
姐
き

も
屡
次
不
合
理
な

取
扱
を
な
し
て
み
る
こ
一こ
が
見
出
さ
れ

る
。

特
に
そ

の
技
巧
に

お
い
て
間

々
銅
版
謁

の
手
法

に
由
來
し
た

,こ
覺

し
い
陰
影
法

を
油
繪
若
く
ば
泥
繪
風

の
作
物

に
試
み

て
み

る
こ
一こ
は
稍

々
奇

・こ
す

べ
き

で
あ

る
が

、
是
は
第

二
期
の
作
物

に
お
い
て
は
殊

に
盛

ん
に
見
出
さ
れ

る
の
で
あ

る
。
銅
版
諮

に
お
い
て
も
西
洋
謁
の
本
質

を
可
成

に
理
解
す

る
に
至

っ
て
み

た
こ
一こ
は
、
そ

の
潰
物
、
し
か
ら
否
み
難

い
も

の
が

あ
る
。
是
に
あ
ら
は
れ
た
遠
近
法

、
陰
影
法
を
始
め
一こ
し
て
入
體

調
法

の
如
き

は
、
寧

ろ
初

期
に
お
け

る
わ
が
吉
利
支
丹
書
家
の
侮
り

難
い
才

分
,こ
驚
く

べ
き
精
準

こ
を
語

る
も

ω
-こ
い
は
ざ

る
を
得
な

い
。

　
固
よ
り

か
や
う
な
西
洋
書

の
發
展
は
、
わ
が

在
來

の
繪
薔

に
謝
し

て
、・
或

は
遠
近
法

に
お
い
て
、
或
は
陰
影
法

に
お
い
て
、
或

は
人
體

調
法

の
上

に
、
そ
れ
ぞ
れ

感
化
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ら
う
事
を
想
起
せ
し
め
る
。
け
れ

、こ
も
實
際

に
お
い
て
は
、
か
の
南
蠻
扉
風

の
如
き
幾

分
そ

ω
影

響

を
認
め
し
め

る
も

ω
が

な
い
で
は

な
い
が
、
撤
す

る
に
在
来
の
わ
が
繪
謡

に
對
し
て
は
苦
し

い
感
化
を
及
ぼ
す
に
至

っ
て
み
な

い
。
こ

の
點

か
ら

考

へ
る
¶こ
、
第

二
期
に

お
け
る
洋
満

は
そ
の
技
巧
に

お
い
て
は
初
期
に
及
ば
な

か

っ
た

に
狗
ら
ず
、
そ
の
感
化
に
至

っ
て
は
極
め

て
著
大

な
も

の
を
殘
す

に
至
っ
て
み

る
の
で
あ

る
。

・こ
に
か
く
も

か
や

つ
に

し
ア
、強

い
彈
力
を
も

つ
て
崖
長
し
た
初
期
の
洋
轟
は
、
耶
蘇
教
文
化

の
没

落

こ
・こ
も
に
、
空
し
く
我
等

の
視
界

か
ら
そ

の
影
を
没
し
去

る
に
至

っ
た

の
で
あ

る
。

(
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