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序

論

一
六
世
紀
末
︑
い
わ
ゆ
る
戦
国
時
代
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
一
五
四
九
年
︵
天
文
一
八
︶
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ

エ
ル
︵
F
rancisco
de
X
avier,S.J.,1506-1552︶
を
最
初
と
し
て
︑
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
た
め
に

来
日
し
た
︒
彼
ら
は
在
日
中
︑
文
化
や
人
々
の
生
活
習
慣
な
ど
の
情
報
収
集
と
分
析
を
行
い
︑
日
本
人
に
ふ
さ
わ
し
い

宣
教
の
糸
口
を
模
索
し
て
い
た
︒
そ
の
一
つ
が
︑
日
本
人
の
間
で
盛
ん
に
嗜
ま
れ
て
い
た
茶
の
湯
で
あ
っ
た
︒

本
書
は
茶
の
湯
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
具
体
的
な
形
で
は
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料

を
提
示
し
︑
文
化
史
的
見
地
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
そ
の
史
料
と
は
︑
筆
者
が
二
〇
一
二
年
に

ロ
ー
マ
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
︵
A
rchivum
R
om
anum
Societatis
Iesu
︶
よ
り
収
集
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
文
書
で
あ
る
︒

本
書
で
は
本
史
料
原
文
︵
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
︶
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て

(

)

示
す
︒
1

〇
適
応
主
義
に
基
づ
く
宣
教

一
五
七
九
年
︵
天
正
七
︶
︑
イ
エ
ズ
ス
会
東
イ
ン
ド
管
区
巡
察
師
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ

3



︵
A
lessandro
V
alignano,S.J.,1539-1606︶
は
︑
九
州
の
口
之
津
︵
現
在
の
長
崎
県
南
島
原
市
︶
に
上
陸
し
た
︒
来
日
の
主

な
目
的
は
日
本
の
宣
教
事
情
を
調
査
し
︑
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
に
報
告
す
る
こ
と
と
︑
す
で
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
会
員
へ

の
指
導
で
あ

(

)

っ
た
︒
巡
察
師
は
す
で
に
視
察
当
初
に
お
い
て
︑
日
本
の
事
情
が
こ
れ
ま
で
自
身
が
宣
教
活
動
を
通
し
て

2

体
験
し
た
文
化
や
風
習
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お
り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
携
え
て
き
た
宣
教
方
法
は
︑
そ
の
ま
ま
実

践
で
き
な
い
こ
と
を
認
識
し
て

(

)

い
た
︒
そ
こ
で
異
文
化
の
中
で
宣
教
を
展
開
す
る
手
段
と
し
て
︑
布
教
地
の
儀
礼
や
習

3

慣
︑
言
語
な
ど
を
採
り
入
れ
た
﹁
適
応
主
義
﹂︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
“accom
m
odatio”
︑
英
語
で
“accom
m
oda-

tion”
と
呼
ば
れ
る
布
教
政
策
を
採
用
し
︑
日
本
社
会
に
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
道
す
る
た
め
の
工
夫
と
調
整
を
図
っ
た
の

で
あ
っ
た
︒

こ
の
適
応
に
つ
い
て
﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
﹄
Ⅰ
に
は
﹁
ア
コ
ン
モ
ダ
チ
オ
︵
布
教
上
の
慣
習
適
応
︶
﹂
と
い
う
項
目

が
あ
り
︑﹁
布
教
対
象
へ
の
布
教
主
体
の
適
応
を
指
し
︑
布
教
に
当
り
布
教
地
の
民
族
精
神
及
び
生
活
形
態
に
成
る
可

く
適
応
せ
ん
と
す
る
布
教
上
の
凡
て
の
努
力
を
包
括
す
る
﹂
と
定
義
さ
れ
︑﹁
そ
の
目
的
は
新
し
き
布
教
地
に
教
会
の

根
を
張
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
﹂
と

(

)

あ
る
︒
さ
ら
に
同
辞
典
に
は
︑﹁
ア
コ
ン
モ
ダ
チ
オ
は
唯
だ
外
部
的
生
活
︵
衣
食

4

住
︶
︑
土
語
︵
布
教
地
に
於
け
る
ラ
テ
ン
典
礼
語
の
問
題
も
こ
れ
に
属
す
る
︶
︑
民
族
芸
術
︑
美
術
︵
建
築
︑
絵
画
︑
彫
刻
︑
音

楽
︶
︑
社
会
及
び
法
律
観
並
び
に
教
会
生
活
形
式
に
当
つ
て
の
其
の
考
慮
等
に
の
み
及
ぶ
﹂
と
も
定
義
さ
れ
︑
こ
れ
を

適
応
の
範
囲
と

(

)

し
た
︒
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
以
降
の
現
在
で
は
︑
適
応
と
は
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
︑
福
音
の

5

本
質
を
変
え
る
こ
と
な
く
︑
時
代
︑
場
所
︑
異
な
っ
た
文
化
の
な
か
で
︑
福
音
の
表
現
を
変
え
︑
そ
の
よ
り
深
い
理
解
︑

4



受
容
を
目
指
す
こ
と
を
意
味
す
る
﹂
と
解
説
さ
れ
て

(

)

い
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
異
教
徒
地
域
へ
の
宣
教
の
た
め
︑
結

6

果
的
に
現
在
の
定
義
の
適
応
主
義
と
い
う
手
法
を
採
っ
た
と
い
え
る
︒

こ
の
適
応
主
義
政
策
に
よ
り
︑
茶
の
湯
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
活
動
に
と
っ
て
は
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
︒
彼
は
茶

の
湯
と
は
い
か
な
る
も
の
か
︑
日
本
人
が
茶
の
湯
に
ど
の
よ
う
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
な
ど
と
い
う
多
岐
に
渡
る
調

査
を
行
い
︑
最
終
的
に
は
茶
の
湯
を
同
会
の
規
則
に
盛
り
込
ん
だ
︒
こ
れ
に
よ
り
日
本
人
と
の
接
点
を
見
い
だ
し
︑
布

教
の
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
︒

〇
先
行
研
究

イ
エ
ズ
ス
会
が
上
流
階
級
層
を
中
心
と
し
て
日
本
人
と
交
流
を
図
る
た
め
に
︑
巡
察
師
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
指
導
に

よ
っ
て
茶
の
湯
を
宣
教
活
動
に
採
り
入
れ
た
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
に
も
先
行
研
究
や
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
の
邦
訳
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
き
た
︒
倉
澤
行
洋
氏
は
﹃
東
洋
と
西
洋

世
界
観
・
茶
道
観
・
藝
術
観

﹄
の
中
で
︑
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
が
一
五
八
三
年
︵
天
正
一
一
︶
に
作
成
し
た
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
を
用
い
て
︑
イ
エ
ズ
ス
会

が
日
本
の
風
土
や
文
化
を
採
り
入
れ
︑
そ
こ
に
茶
の
湯
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示

(

)

し
た
︒
倉
澤
氏
は
こ
の
宣
教
方
針

7

を
︑
積
極
的
順
応
主
義
と
称
し
て
い
る
︒
泉
澄
一
氏
は
﹃
堺

中
世
自
由
都
市

﹄
の
中
で
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ

が
一
五
八
一
年
︵
天
正
九
︶
に
作
成
し
た
﹃
日
本
巡
察
記
﹄
を
扱
い
︑
教
会
内
に
お
け
る
茶
事
の
必
要
性
を
認
識
し
て

い
た
と
記
述
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由
に
つ
い
て
泉
氏
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
日
本
の
習
慣
に
し
た
が
わ
な
い
か
ぎ
り
︑

序 論
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日
本
人
と
の
交
流
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
実
感
し
た
た
め
で
あ
る
と
解
説

(

)

し
た
︒
8

以
上
の
研
究
者
の
ほ
か
︑
本
書
の
目
的
と
意
図
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
先
行
研
究
と
し
て
敬
意
を
も
っ
て
岡
田
章
雄
氏

﹃
外
国
人
の
見
た
茶
の
湯
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹁
キ
リ
シ
タ
ン
と
茶
の
湯
﹂
を
取
り

(

)

扱
う
︒
岡
田
氏
は
倉
澤
氏
と
同

9

様
︑﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
を
扱
い
︑
宣
教
活
動
を
成
功
に
導
く
手
段
と
し
て
︑
当
時
の
社
交
儀
礼
で

あ
っ
た
茶
の
湯
を
布
教
方
針
に
採
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
以
下
︑
岡
田
氏
の
研
究
要
旨
を
示
す
︒

①
こ
れ
ま
で
上
流
社
会
の
間
で
嗜
ま
れ
た
茶
の
湯
が
︑
特
に
堺
の
豪
商
の
莫
大
な
富
の
力
の
上
に
築
か
れ
︑
の
ち
に
は

一
般
の
町
人
に
ま
で
普
及
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

②
『日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
一
五
四
項
目
を
挙
げ
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
指
示
に
よ
る
教
会
堂
や
修
道
院
内

を
建
築
す
る
際
の
必
要
条
件
に
つ
い
て
論
じ
た
︒
そ
の
条
件
と
は
︑
座
敷
と
茶
室
が
隣
接
さ
れ
︑
周
囲
に
は
縁
側
が

備
え
付
け
ら
れ
る
と
い
う
日
本
人
の
習
慣
や
風
俗
な
ど
を
採
り
入
れ
た
設
計
で
あ
る
︒

③
『日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
一
五
五
項
目
を
挙
げ
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
権
力
者
や
領
主
た
ち
が
集
ま
る
都

会
に
建
設
す
る
施
設
に
対
し
︑
特
別
に
神
経
を
注
い
で
い
る
と
指
摘
し
た
︒
岡
田
氏
は
︑
も
て
な
し
の
道
具
を
収
納

す
る
戸
棚
︑
吸
物
や
点
心
を
調
理
す
る
炉
と
い
う
具
体
的
な
設
計
を
挙
げ
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
﹁
大
身
の
客
﹂
を

接
待
す
る
条
件
と
し
て
︑
茶
の
湯
に
加
え
て
懐
石
料
理
も
不
可
欠
な
も
の
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
︒

④
『日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
一
六
九
項
目
を
挙
げ
︑
来
訪
者
を
清
潔
な
茶
室
と
座
敷
で
接
待
す
る
と
い
う

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
命
令
を
再
度
示
し
た
︒
茶
の
湯
は
当
時
の
社
交
儀
礼
で
あ
っ
た
た
め
︑
イ
エ
ズ
ス
会
の
中
で
も

6



こ
れ
を
採
り
入
れ
る
と
い
う
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
︒

⑤
『日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
四
五
項
目
を
挙
げ
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
茶
の
湯
を
専
門
と
す
る
奉
仕
者
を
修

道
院
に
住
ま
わ
せ
︑
二
︑
三
種
類
の
茶
の
備
え
や
読
み
書
き
な
ど
の
茶
の
湯
関
連
事
項
に
専
念
さ
せ
る
と
い
う
命
令

が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

岡
田
氏
が
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
か
ら
四
項
目
を
挙
げ
論
じ
た
部
分
は
︑
本
研
究
に
よ
れ
ば
い
ず
れ
も

日
本
の
習
慣
や
風
習
に
沿
っ
た
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
﹁
適
応
主
義
﹂
に
基
づ
い
た
宣
教
方
針
に
当
た
り
︑
本
書
で
は
第

五
章
第
二
節
﹁
イ
エ
ズ
ス
会
修
道
院
内
の
茶
の
湯
に
よ
る
も
て
な
し
﹂
に
て
扱
う
︒
岡
田
氏
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
ヴ
ァ

リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
方
針
は
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
﹁
茶
の
湯
に
つ
い
て
深
く
理
解

し
︵
中
略
︶
住カ

院ザ

に
客
を
招
き
︵
中
略
︶
住カ

院ザ

の
内
部
に
正
式
な
茶
室
の
設
備
さ
え
設
け
ら
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
も
の

で

(

)

あ
る
︒
10

し
か
し
岡
田
氏
は
︑﹁
住カ

院ザ

の
建
築
に
当
っ
て
茶
室
を
設
け
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
ヴ
ァ
リ
ニ
ヤ
ー
ニ
の
こ
の
提

言
が
果
し
て
そ
の
と
お
り
実
現
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
﹂
と
も
記
述
し
て

(

)

い
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑﹃
日
本
イ

11

エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
は
︑
同
会
が
織
田
信
長
の
支
援
を
受
け
布
教
の
最
盛
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑

本
能
寺
の
変
以
降
の
豊
臣
政
権
下
に
お
け
る
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
宣
教
方
針
に
関
し
て
は
︑
想
像
の
段
階
に
留
め
た
の

で
あ
る
︒

本
書
で
は
岡
田
氏
の
先
行
研
究
に
基
づ
き
︑
さ
ら
に
以
下
︑
三
点
に
つ
い
て
論
証
す
る
︒
一
点
目
は
︑
岡
田
氏
が

序 論
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扱
っ
た
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
の
ほ
か
に
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
一
五
九
二
年
︵
天
正
二
〇
＝
文
禄
元
︶
に

作
成
し
た
﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る
茶
の
湯
関
連
の
史
料
や
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
協
議
会
議
事
録
を
提
示

し
て
︑
彼
の
意
図
し
た
修
道
院
内
の
茶
の
湯
や
宴
席
は
︑
日
本
の
儀
礼
慣
習
に
し
た
が
い
︑
身
分
に
応
じ
た
接
待
で

あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
︒
特
に
本
書
で
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
修
道
院
を
訪
れ
る
人
々
に
対
し
︑
茶
の
湯
に
て
も

て
な
す
た
め
の
態
勢
作
り
を
整
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
こ
の
こ
と
に
よ
り
︑
岡
田
氏
が
著
書
の
中
で

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
提
言
の
実
現
性
は
不
明
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
︑
本
書
に
お
い
て
は
﹃
日
本
イ

エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
が
作
成
さ
れ
た
一
五
八
三
年
︵
天
正
一
一
︶
以
降
の
史
料
を
挙
げ
︑
巡
察
師
の
提
言
は
実
現

さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

二
点
目
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
や
ほ
か
の
宣
教
師
が
見
定
め
た
茶
の
湯
の
精
神
的
側
面
に
つ
い
て
も
︑
史
料
を
挙
げ

て
明
ら
か
に
し
た
い
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
に
は
も
て
な
し
の
ほ
か
に
︑
修
行
と
い
う
精
神
性
を
鍛
え
る
目
的

が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
︑
こ
れ
を
同
宿
と
い
う
奉
公
人
に
行
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
の
中

に
は
︑
茶
の
湯
に
よ
る
も
て
な
し
が
︑
単
な
る
接
待
で
は
な
く
︑
来
客
に
心
を
尽
く
す
と
い
う
精
神
性
を
も
示
す
掟
が

記
さ
れ
て
い
る
︒
ゆ
え
に
︑
茶
の
湯
関
連
規
則
を
扱
い
︑
修
道
院
内
の
茶
の
湯
と
い
う
も
の
が
︑
当
時
の
茶
人
が
嗜
ん

だ
わ
び
茶
と
い
う
精
神
性
に
重
き
を
置
く
も
の
に
匹
敵
し
て
い
た
可
能
性
を
検
討
す
る
︒

三
点
目
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
の
中
で
示
し
て
い
る
修
道
院
や
聖
堂
の
設
計

と
︑
当
時
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
南
蛮
屛
風
図
に
み
ら
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
施
設
の
構
図
と
を
照
合
し
て
︑
建
築
に

8



つ
い
て
も
適
応
主
義
に
基
づ
い
た
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
︒

本
書
で
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
意
図
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
も
て
な
し
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
︑
そ
の
実
態
を
具
体

的
に
明
ら
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
い
か
に
彼
が
︑
茶
の
湯
に
よ
る
接
客
を
重
視
し
て
い
た
か
︑
茶
の
湯
に
関
す
る
深

い
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

〇
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
の
日
本
語
へ
の
翻
訳

松
田
毅
一
氏
他
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
る
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
へ
の
報
告
書
﹁
日
本
管
区
及
び
そ

の
統
轄
に
属
す
る
諸
事
の
要
録
﹂
と
同
書
﹁
補
遺
﹂
の
二
文
書
を
﹃
日
本
巡
察
記
﹄
と
題
し
て
日
本
語
に
訳
し
︑
当
時

の
茶
の
湯
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
︒
松
田
氏
ら
の
功
績
に
よ
り
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
茶
の
湯
を
重
視
し
て
い
た
こ
と

や
同
宿
と
称
す
る
日
本
人
奉
仕
者
を
修
道
院
に
駐
在
さ
せ
︑
茶
の
湯
の
世
話
を
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

(

)

っ
た
︒
さ
ら

12

に
︑
彼
が
大
友
宗
麟
や
堺
の
豪
商
日
比
屋
了
珪
所
持
の
茶
道
具
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ら
の
価
値
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う

記
述
は
︑
先
ほ
ど
の
泉
澄
一
氏
を
は
じ
め
︑
角
山
榮
氏
な
ど
の
研
究
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て

(

)

い
る
︒
13

ま
た
松
田
毅
一
氏
は
川
崎
桃
太
氏
と
共
に
︑
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
︵
L
uís
F
róis,
S.
J.,

1532-1597︶
の
﹃
日
本
史
﹄
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
か
ら
日
本
語
へ
翻
訳
し
た
︒
そ
の
中
に
は
一
五
六
五
年
︵
永
禄
八
︶
の

ル
イ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
︵
L
uís
de
A
lm
eida,S.J.,1525-1583︶
に
よ
る
︑
日
比
屋
了
珪
主
催
の
茶
会
体
験

(

)

報
告
や
︑
一

14

五
六
九
年
︵
永
禄
一
二
︶
の
フ
ロ
イ
ス
に
よ
る
︑
京
都
に
住
む
茶
人
ソ
ウ
イ
・
ア
ン
タ
ン
の
茶
室
で
ミ
サ
を
捧
げ
た
と

序 論
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い
う
報
告
が

(

)

あ
る
︒
両
氏
の
貴
重
な
翻
訳
を
通
し
︑
二
人
の
宣
教
師
が
茶
の
湯
の
清
浄
さ
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
明

15

ら
か
と
な
っ
た
︒

矢
沢
利
彦
氏
他
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
作
成
し
た
﹃
日
本
の
習
俗
と
気
質
に
つ
い
て
の
注
意
と
助
言
﹄

︵
A
dvertim
entos
e
avisos
acerca
dos
costum
es
e
catangues
de
Jappão︶
の
ヨ
ゼ
フ
・
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
ッ
テ
師
に
よ
る
イ

タ
リ
ア
語
訳
を
︵
Il
C
erim
oniale
per
i
M
issionari
del
G
iappone︶﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
と
題
し
て
︑
日

本
語
訳
に
て
発
行

(

)

し
た
︒
そ
の
結
果
︑
先
の
岡
田
章
雄
氏
の
研
究
が
示
し
た
よ
う
に
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
宣
教
方
針

16

の
中
に
茶
の
湯
を
盛
り
込
ん
で
い
た
こ
と
の
詳
細
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

茶
の
湯
研
究
に
貢
献
し
た
邦
訳
と
い
え
ば
︑
土
井
忠
生
氏
他
に
よ
る
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス

(

)

通
辞
︵
João

17

R
odrigues
T
çuzu,S.J.,1561-?︶
の
記
し
た
﹃
日
本
教
会
史
﹄
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
が
あ
る
︒
そ

の
中
に
は
茶
の
湯
諸
事
情
に
加
え
︑
茶
室
や
露
地
︑
宇
治
の
茶
業
な
ど
︑
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
る
膨
大
な
情
報
が
収
め
ら

れ
て
い
る
︒
土
井
氏
ら
の
功
績
に
よ
り
︑
当
時
の
茶
の
湯
文
化
の
様
相
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

以
上
の
ご
と
き
茶
の
湯
研
究
の
状
況
に
お
い
て
︑
筆
者
は
一
五
六
〇
年
︵
永
禄
三
︶
以
降
に
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が

堺
を
訪
れ
︑
経
済
的
成
長
を
遂
げ
活
気
に
あ
ふ
れ
た
都
市
の
様
子
を
目
撃
し
︑
さ
ら
に
は
最
盛
期
を
迎
え
た
茶
の
湯
文

化
に
遭
遇
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
注
目
し
た
︒
彼
ら
が
布
教
を
目
的
に
来
日
し
て
日
本
に
つ
い
て
調
査
す
る
中
で
︑

特
に
注
目
を
引
い
た
も
の
の
一
つ
が
︑
当
時
武
士
階
級
や
堺
の
都
市
︑
京
の
都
な
ど
に
住
む
町
人
を
中
心
と
し
て
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
た
茶
の
湯
で
あ
っ
た
︒
ル
イ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
は
報
告
書
の
中
で
︑
最
盛
期
を
迎
え
た
堺
の
都
市
で
繰

10



り
広
げ
ら
れ
た
茶
の
湯
文
化
に
驚
嘆
し
た
様
子
を
書
き
残
し
て

(

)

い
る
︒
さ
ら
に
︑
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
通
辞
は
繁

18

栄
し
た
堺
の
都
市
の
様
相
と
共
に
︑
茶
の
湯
文
化
や
精
神
性
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
と
分
析
を
行
っ
た
の
で

(

)

あ
る
︒
19

日
本
イ
エ
ズ
ス
会
は
適
応
主
義
に
し
た
が
い
︑
当
時
日
本
で
流
行
し
た
茶
の
湯
を
宣
教
方
針
の
中
に
採
用
し
て
い
た

以
下
の
実
態
を
論
証
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ル
イ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
︑
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
︑
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス

通
辞
︑
そ
し
て
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
と
い
う
段
階
を
経
て
︑
イ
エ
ズ
ス
会
は
日
本
人
が
儀
礼
慣
習
と

し
て
重
ん
じ
て
い
た
茶
の
湯
を
︑
修
道
院
内
に
も
採
り
入
れ
て
来
客
を
も
て
な
し
て
い
た
︒

序 論
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あ

と

が

き

本
書
は
﹁
ア
レ
ッ
シ
ャ
ン
ド
ゥ
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
意
図
し
た
適
応
主
義
に
基
づ
く
茶
の
湯
﹂
と
題
し
て
︑
二

〇
一
四
年
三
月
に
関
東
学
院
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
も
と
に
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
特
に
イ
エ
ズ

ス
会
文
書
の
中
か
ら
︑
接
客
関
連
規
則
の
日
本
語
訳
を
史
料
と
し
て
そ
え
る
こ
と
で
︑
イ
エ
ズ
ス
会
が
日
本
の
習
慣
に

適
し
た
布
教
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た
︒

そ
も
そ
も
茶
の
湯
と
キ
リ
ス
ト
教
の
交
流
に
関
す
る
研
究
の
発
端
は
︑
茶
道
裏
千
家
第
十
五
代
家
元
の
千
玄
室
大
宗

匠
が
数
々
の
著
書
の
中
で
論
じ
て
お
ら
れ
る
茶
の
湯
と
キ
リ
ス
ト
教
の
相
互
関
係
を
拝
読
し
︑
感
銘
を
受
け
た
こ
と
に

基
づ
く
︒

ま
た
今
日
振
り
返
れ
ば
︑
三
重
県
伊
賀
市
︵
旧
上
野
市
︶
に
住
ん
で
い
た
祖
父
母
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
︑
祖
父
は

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
で
︑
祖
母
は
同
市
で
茶
道
表
千
家
の
教
室
を
開
い
て
い
た
こ
と
も
︑
茶
の
湯
と
キ
リ
ス
ト
教

に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
興
味
を
抱
い
た
要
因
と
い
え
る
︒
祖
母
の
茶
道
に
取
り
組
む
姿
勢
と
︑
神
様
に
祈
る
姿
と
が

重
な
っ
て
い
た
印
象
を
覚
え
て
い
る
︒
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筆
者
は
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
分
野
に
大
変
関
心
が
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
留
学
で
得
た
経
験
は
も
と
よ
り
︑
帰

国
後
に
は
米
海
軍
に
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
︑
引
き
続
き
ア
メ
リ
カ
社
会
に
身
を
置
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
現
在
は

米
海
軍
厚
木
基
地
に
配
置
す
る
第
七
艦
隊
七
二
任
務
部
隊
の
渉
外
を
担
当
し
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
人
と
日
本
人
の
橋
渡

し
に
な
り
た
い
と
い
う
志
を
持
ち
︑
日
々
の
公
務
の
中
で
︑
異
文
化
相
互
理
解
の
重
要
性
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
︒
こ
の
こ
と
も
ま
た
︑
外
国
人
の
み
た
茶
の
湯
に
つ
い
て
研
究
し
た
い
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
︒

大
学
院
在
籍
中
は
︑
論
文
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
に
多
く
の
方
々
の
ご
指
導
と
励
ま
し
を
い
た
だ
い
た
︒
こ
こ
に
深
く

御
礼
申
し
あ
げ
た
い
︒
博
士
論
文
の
主
査
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
森
島
牧
人
教
授
に
は
︑
論
文
指
導
の
み
な
ら
ず

論
文
提
出
に
至
る
ま
で
の
諸
事
情
に
関
し
︑
折
々
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
︒
副
査
に
て
お
世
話
に
な
っ
た
矢
嶋
道
文
教
授

に
は
︑
茶
書
を
扱
う
際
に
古
文
書
の
読
み
下
し
や
現
代
語
訳
に
関
し
て
細
か
い
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
︒
同
じ
く
副
査

と
し
て
ご
指
導
に
あ
た
っ
て
く
だ
さ
っ
た
多
ヶ
谷
有
子
教
授
に
は
︑
修
道
院
の
歴
史
や
伝
統
︑
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に

関
し
て
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
︒

茶
道
裏
千
家
今
日
庵
文
庫
文
庫
長
の
筒
井
紘
一
教
授
に
は
︑
宝
塚
大
学
︵
旧
宝
塚
造
形
芸
術
大
学
︶
の
修
士
課
程
に
在

籍
し
た
頃
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
︑
引
き
続
き
︑
不
Í
の
弟
子
の
た
め
に
多
大
な
学
恩
を
い
た
だ
い
て
い
る
︒
大
変
あ

り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
︒
博
士
論
文
で
は
ご
多
忙
の
中
︑
副
査
と
し
て
茶
の
湯
研
究
分
野
に
つ
い
て
き
め
細
か
な
ご
指

摘
と
ご
指
導
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た
︒

日
本
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
管
区
長
の
梶
山
義
夫
師
に
は
︑
ロ
ー
マ
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
宛
に
紹
介
状
を
送
っ
て
い
た
だ

あ と が き
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き
︑
幸
い
に
し
て
同
館
へ
の
立
ち
入
り
と
史
料
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ポ
ル
ト
ガ
ル
研
究
調
査
旅
行
に
際
し
て

は
︑
横
浜
市
に
お
住
ま
い
の
眞
實
井
亮
忠
様
ご
夫
妻
の
お
計
ら
い
で
︑
徳
島
日
本
ポ
ル
ト
ガ
ル
協
会
会
長
桑
原
信
義
様

と
三
木
レ
イ
子
様
に
︑
駐
ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
日
本
国
特
命
全
権
大
使
の
四
宮
信
孝
閣
下
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
︒
渡

航
ま
で
の
期
間
は
︑
当
大
使
館
公
使
の
高
川
定
義
様
よ
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
情
報
を
ご
提
供
い
た
だ
き
︑
日
本
で
十
分
な

準
備
が
で
き
た
︒

大
谷
大
学
の
狹
間
芳
樹
先
生
に
は
研
究
当
初
よ
り
︑
適
応
主
義
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒
さ
ら
に
︑
リ
ス
ボ

ン
の
ア
ジ
ュ
ダ
王
宮
図
書
館
宛
に
紹
介
状
を
い
た
だ
き
︑
首
尾
よ
く
同
館
に
て
貴
重
な
史
料
を
収
集
す
る
こ
と
が
適
っ

た
︒
同
館
で
は
︑
司
書
の
F
átim
a
G
om
es
氏
よ
り
史
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
収
集
し
た
原
文
史
料
の
翻
訳
で
は
︑
筆
者
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
教
師
で
東
京
外
国
語
大
学
L
ùcio
de

Sousa
特
任
准
教
授
に
多
大
な
る
ご
指
導
を
賜
っ
た
︒
特
に
筆
者
が
日
本
語
に
訳
す
際
に
は
︑
個
々
の
単
語
を
ポ
ル
ト

ガ
ル
語
の
辞
書
を
用
い
つ
つ
丁
寧
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
︒

日
本
二
十
六
聖
人
記
念
館
館
長
の
レ
ン
ゾ
・
デ
・
ル
カ
師
に
は
︑
結
城
文
庫
へ
の
利
用
許
可
を
い
た
だ
き
︑
貴
重
な

文
献
に
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
︒

筆
者
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
堺
の
都
市
を
訪
問
し
て
い
る
事
実
に
基
づ
き
︑
当
地
に
て
数
十
回
に
わ
た
る
研
究
調
査
を

行
っ
た
︒
堺
市
博
物
館
の
前
館
長
角
山
榮
和
歌
山
大
学
名
誉
教
授
︵
二
〇
一
四
年
一
〇
月
ご
逝
去
︶
に
は
︑
国
際
貿
易
都

市
と
し
て
繁
栄
し
た
堺
の
都
市
に
つ
い
て
ご
指
導
い
た
だ
い
た
︒
堺
市
立
泉
北
す
え
む
ら
資
料
館
の
森
村
健
一
前
館
長
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に
は
考
古
学
の
観
点
か
ら
堺
の
茶
の
湯
文
化
に
関
し
て
ご
教
示
い
た
だ
き
︑
厚
く
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
︒
堺
市
博
物

館
の
吉
田
豊
学
芸
員
・
増
田
達
彦
学
芸
員
・
續
伸
一
郎
学
芸
員
・
矢
内
一
磨
学
芸
員
に
は
︑
同
館
所
蔵
の
史
料
お
よ
び

文
献
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒
矢
内
氏
に
は
博
士
論
文
で
終
わ
ら
ず
︑
本
を
出
版
す
る
よ
う
に
と
励
ま
し
を

賜
っ
た
︒
前
田
秀
一
氏
に
は
以
上
の
方
々
と
の
面
会
調
整
を
し
て
い
た
だ
き
︑
さ
ら
に
堺
市
の
歴
史
的
行
事
に
お
誘
い

い
た
だ
い
た
︒

倉
澤
行
洋
教
授
に
は
︑
宝
塚
大
学
大
学
院
に
て
修
士
論
文
の
ご
指
導
を
通
し
て
︑
茶
道
の
国
際
的
貢
献
に
つ
い
て
ご

教
示
い
た
だ
い
た
︒
最
近
で
は
励
ま
し
の
お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
︒
野
村
美
術
館
館
長
の
谷
晃
先
生
に
は
一
六
世
紀
末

の
茶
の
湯
の
様
相
に
つ
い
て
ご
指
導
い
た
だ
き
︑
加
え
て
﹃
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
﹄
へ
の
投
稿
掲
載
へ
と
お
導
き
い

た
だ
い
た
︒
宇
治
・
上
林
記
念
館
館
長
︑
上
林
春
松
氏
に
は
﹃
日
本
教
会
史
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
製
茶
作
り
に
関
し
て

ご
指
導
い
た
だ
い
た
︒
製
茶
の
研
究
を
ま
と
め
ら
れ
た
報
告
書
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
︒

本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
︑
画
像
の
掲
載
を
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
南
蛮
文
化
館
理
事
長
の
矢
野
孝
子
様
と
︑
多
賀
神

社
様
︑
ロ
ー
マ
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
様
に
対
し
て
は
︑
あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
︒

こ
の
た
び
の
本
書
の
出
版
に
関
し
て
は
︑
筒
井
紘
一
教
授
に
多
大
な
る
ご
教
示
と
励
ま
し
を
い
た
だ
い
た
︒
深
く
感

謝
の
意
を
申
し
あ
げ
た
い
︒

思
文
閣
出
版
を
は
じ
め
︑
本
書
を
担
当
さ
れ
た
原
宏
一
氏
に
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
︒
ご
多
忙
の
中
︑
専
門
知
識
に

よ
る
的
確
な
ご
指
導
に
よ
っ
て
出
版
へ
と
導
い
て
い
た
だ
い
た
︒
執
筆
の
機
会
を
い
た
だ
き
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
︒

あ と が き
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カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
飯
島
章
子
氏
︵
二
〇
〇
四
年
四
月
帰
天
︶
に
は
︑
最
後
ま
で
励
ま
し
の
お
言
葉
と
お
祈
り
で
支
え

て
い
た
だ
い
た
︒
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
︒

私
事
に
な
る
が
︑
研
究
を
見
守
っ
て
く
れ
た
両
親
に
感
謝
し
た
い
︒
二
〇
〇
六
年
に
天
国
へ
旅
立
っ
た
父
は
勉
学
に

厳
し
く
︑
金
や
物
は
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
知
識
は
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
︑
学
問
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ

た
︒
最
後
に
全
面
的
に
支
援
し
て
く
れ
た
米
海
軍
潜
水
艦
隊
の
軍
人
で
あ
っ
た
夫
ジ
ョ
ー
ジ
に
感
謝
し
た
い
︒
ポ
ル
ト

ガ
ル
語
か
ら
英
語
に
訳
さ
れ
た
史
料
を
丁
寧
に
校
閲
し
て
く
れ
た
︒
軍
隊
の
規
律
が
茶
の
湯
の
精
神
性
に
も
共
通
し
て

い
る
と
感
じ
︑
現
在
で
は
筆
者
と
共
に
茶
道
を
学
ん
で
い
る
︒

茶
道
は
世
界
に
誇
れ
る
日
本
伝
統
芸
術
で
あ
り
︑
多
く
の
外
国
の
方
々
に
体
験
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
切
に
願
う
︒

二
〇
一
六
年
一
一
月

ス
ム
ッ
ト
ニ
ー
祐
美

234


