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ル
ネ
サ
ン
ス
を
旅
す
る
日
本
の
若
者
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
―
―
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
見
る
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー

根
　
占
　
献
　
一

は
じ
め
に

「M
agi

―
天
正
遣
欧
使
節
」
と
い
う
映
像
が
リ
リ
ー
ス
さ
れ
る
と
い
う
。
原
作

は
若
桑
み
ど
り
『
ク
ア
ト
ロ
・
ラ
ガ
ッ
ツ
ィ
―
―
天
正
少
年
使
節
と
世
界
帝
国
』

（
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
）
に
基
づ
く
。M

agi

と
は
マ
ギ
、
東
方
の
三
博
士
あ
る

い
は
三
王
を
意
味
し
、
こ
れ
も
ま
た
同
著
が
「
少
年
た
ち
」（
ラ
ガ
ッ
ツ
ィ
）
四

人
（
ク
ア
ト
ロ
）
の
う
ち
一
人
が
有
難
い
こ
と
に
病
気
に
な
っ
て
一
人
欠
け
、
三

人
に
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、ビ
デ
オ
の
ほ
う
は
マ
ギ
が
前
面
に
出
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
マ
ギ
と
は
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
徒

で
は
な
か
っ
た
。
四
人
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
ま
だ
イ
エ

ズ
ス
会
に
は
入
会
し
て
い
な
い
。
後
に
派
遣
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
有
名
な
支
倉
常
長

は
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
出
発
し
て
太
平
洋
に
出
た
。
残
念
な
が
ら
西
方
メ
キ

シ
コ
か
ら
来
た
の
で
、
マ
ギ
の
一
人
と
は
認
定
さ
れ
に
く
か
っ
た
。

ラ
ガ
ッ
ツ
ィ
は
少
年
だ
け
を
指
さ
ず
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
年
長
に
な
っ
て
も

呼
び
か
け
な
ど
に
使
わ
れ
る
用
法
で
あ
る
。
英
語
のboys

に
相
当
し
、
日
本
で

広
く
知
ら
れ
て
い
るBoys, be am

bitious !

の
時
、
札
幌
農
学
校
の
学
生
た
ち
で

あ
る
こ
のboys

を「
少
年
」と
す
る
に
は
躊
躇
す
る
だ
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、

「
青
年
よ
」
と
訳
出
さ
れ
て
も
い
よ
う
。
あ
の
天
正
遣
欧
使
節
の
一
行
た
ち
が
あ

の
時
代
の
年
齢
か
ら
考
え
る
と
、
今
日
の
少
年
相
当
か
ど
う
か
は
怪
し
む
に
足
り

る
。元
服
式
が
一
四
歳
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、こ
の
年
齢
の
な
か
に
あ
っ

た
彼
ら
を
単
純
に
少
年
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
旅
路
に
注

目
し
た
古
典
的
作
品
は
少
な
く
な
い
。
浜
田
青
陵
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』（
一
九

三
一
年
、
岩
波
書
店
）
は
そ
の
嚆
矢
に
数
え
て
良
い
。
浜
田
作
は
「
少
年
」
で
あ

る
こ
と
を
題
名
で
は
謳
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
学
に
大
い
に

貢
献
し
た
松
田
毅
一
の
数
あ
る
著
作
の
中
に
あ
る
一
冊
は
『
天
正
少
年
使
節
』（
一

九
六
五
年
、
角
川
書
店
）
で
あ
る
１
。

本
稿
は
イ
タ
リ
ア
半
島
を
旅
す
る
一
行
に
注
目
す
る
。
イ
タ
リ
ア
各
地
を
ほ

ぼ
遍
く
旅
し
た
天
正
遣
欧
使
節
一
行
の
宗
教
的
、
文
化
的
出
会
い
を
ル
ネ
サ
ン

ス
文
化
の
な
か
で
捉
え
、
そ
の
意
義
を
探
る
こ
と
は
き
わ
め
て
魅
力
的
な
試
み
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
好
材
料
を
提
供
す
る
の
が
、
旅
す
る
彼
ら
の
記
録
と
な
っ

て
い
る
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』（D

e m
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）
２
の
叙
述
で
あ
る
。

彼
ら
の
見
聞
・
言
動
を
時
代
の
な
か
で
検
討
し
、
ま
た
そ
の
後
の
史
的
展
開
の
な

か
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
課
題
を
提
示
し
た
い
。

（
一
）
学
校

キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
し
た
一
五
四
九
年
か
ら
の
お
よ
そ
百
年
の
間
は
、
日
本
史

上
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
世
紀
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
（
切

支
丹
）
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
世
紀
に
か
か
る
形
容
詞
と
も

み
な
さ
れ
よ
う
３
。
こ
の
概
念
を
弘
め
る
の
に
貢
献
し
て
い
る
学
者
は
ボ
ク
サ
ー

で
あ
る
４
。
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
宣
教
師
た
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ラ
テ
ン
世
界
の
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ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
に
属
す
る
人
た
ち
が
来
日
し
、
キ

リ
シ
タ
ン
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
日
本
に
誕
生
し
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

意
義
は
限
り
な
く
大
き
い
。
ひ
と
つ
は
仏
教
伝
来
か
ら
一
千
年
後
の
出
来
事
で
あ

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
異
な
る
宗
教
が
い
か
な
る
影
響
を
日
本
列
島
に
及
ぼ
し
た
の

か
は
考
察
に
値
し
よ
う
。

そ
し
て
訪
日
し
た
外
国
人
が
大
体
南
欧
地
域
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ

な
い
。
そ
の
こ
と
は
少
し
時
間
が
経
っ
た
、
同
じ
ア
ジ
ア
の
清
の
時
代
に
比
較
す

る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
明
・
清
時
代
も
日
本
の
場
合
と
同
様
イ
タ
リ
ア
出
身
の

宣
教
師
に
事
欠
か
な
い
と
言
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
が
強
ま
り
、
ま
た
ド
イ

ツ
な
ど
の
北
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
身
の
宣
教
師
の
姿
も
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
日

本
に
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
身
者
が
主
に
来
る
の
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
り
、
特
に
俗
人
た
ち
が
オ
ラ
ン
ダ
人
、
あ
る
い
は
そ
の
一
行
の
一
人
と
し
て

オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
北
欧
人
が
江
戸
に
参
府
す
る
時
と
な
ろ
う
。
南
蛮
人
か
ら
紅
毛

人
へ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
が
移
動
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
同
時
代
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
が
叢
生
し
た
よ
う
に
、

日
本
列
島
に
も
イ
エ
ズ
ス
会
教
育
方
針
に
基
づ
く
学
校
が
創
設
さ
れ
た
意
義
も
大

き
い
。
当
地
で
は
期
間
も
短
く
、
全
く
限
定
し
た
数
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
が
、

隣
国
の
明
・
清
と
は
明
ら
か
に
教
育
・
学
校
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
外

国
語
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
語
や
中
国
語
が
一
子
相
伝
で
あ
る
か
の
よ
う
に
家
ご
と
に

通
詞
が
存
在
し
た
江
戸
時
代
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
は
、
イ
タ
リ

ア
系
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
構
想
に
基
づ

く
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
５
。

使
節
一
行
の
中
心
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
ま
だ
青
少
年
期
で
あ
り
、
な
に
も
か
も
貪

欲
に
吸
収
で
き
る
年
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
伊
東
マ
ン
シ
ョ
、
千
々
和
ミ
ゲ
ル
、
中
原

ジ
ュ
リ
ア
ン
、
そ
れ
に
原
マ
ル
チ
ノ
。
少
年
少
女
の
段
階
を
と
っ
く
に
過
ぎ
た
者

な
ら
ば
良
く
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
特
に
物
覚
え
に
優
れ
、
限
り
な

く
あ
ら
ゆ
る
教
科
に
対
応
で
き
る
度
合
い
が
高
い
。
そ
の
こ
と
が
経
験
上
、
了
解

で
き
る
。
ま
た
学
ぶ
と
こ
ろ
は
家
の
中
、
教
室
だ
け
で
は
な
い
。
外
の
空
気
に
触

れ
て
体
験
学
習
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
真
理
で
あ
り
、

小
学
校
時
代
の
遠
足
や
中
・
高
の
修
学
旅
行
、
大
学
で
は
ゼ
ミ
研
修
旅
行
な
ど
が

浮
か
ぶ
。キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
で
は
こ
の
遠
足
、エ
ク
ス
カ
ー

シ
ョ
ン
の
類
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
６
。

し
か
し
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
長
年
月
を
か
け
た
、
一
五
八
二
年
に
九

州
長
崎
を
出
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
を
巡
歴
し
た
、
い

わ
ゆ
る
天
正
遣
欧
使
節
の
連
泊
の
旅
か
ら
知
ら
れ
る
教
育
の
意
義
で
あ
る
。
教
室

か
ら
離
れ
て
、
現
地
で
実
際
の
建
物
や
作
品
を
見
て
、
じ
か
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き

た
一
行
の
話
で
あ
る
。
と
く
に
多
感
な
時
期
の
若
者
た
ち
に
は
大
い
な
る
刺
激
と

な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
目
く
る
め
く
世
界
が
万
華
鏡
を
覗
く
よ
う
に
眼
前
に
展
開

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

天
正
遣
欧
使
節
に
つ
い
て
は
既
述
の
よ
う
に
使
節
の
前
に
「
少
年
」
を
付
け
て
、

何
か
し
ら
幼
い
子
供
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
が
る
傾
向
が
あ
る
。
や
は

り
こ
の
時
代
の
「
元
服
」
の
年
齢
を
思
い
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
体
格
は
大
き

く
な
く
と
も
、
精
神
は
す
で
に
大
人
に
な
り
か
か
っ
た
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
し
か
も
ま
っ
た
く
の
タ
ブ
ラ
・
ラ
ー
サ
（
白
紙
）
状
態
で
彼
ら
は
出

か
け
た
わ
け
で
な
く
、
ラ
テ
ン
語
の
学
知
、
食
卓
上
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
、
テ
ー
ブ
ル

マ
ナ
ー
、
ダ
ン
ス
、
社
交
術
の
か
な
り
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
渡
航
し
、
現
地
で
応

用
す
る
準
備
は
す
で
に
で
き
て
い
た
。

あ
る
い
は
ま
た
、
彼
ら
が
纏
う
着
衣
、
服
装
に
関
し
て
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

残
さ
れ
た
伊
東
マ
ン
シ
ョ
と
歳
の
行
っ
た
支
倉
常
長
の
各
肖
像
画
か
ら
若
者
た
ち

の
ほ
う
は
洋
装
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
明
治
維
新
後
に
米
欧
回
覧
の
旅
に
出
た

大
久
保
利
通
や
木
戸
孝
允
ら
の
衣
装
、
洋
装
が
思
い
起
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
同

時
代
の
支
倉
と
は
も
ち
ろ
ん
、
の
ち
の
時
代
の
大
久
保
や
木
戸
と
の
年
齢
の
相
違
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ル
ネ
サ
ン
ス
を
旅
す
る
日
本
の
若
者
た
ち
―
―
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
見
る
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー

は
重
要
で
あ
ろ
う
し
、
近
い
と
こ
ろ
の
支
倉
が
ラ
テ
ン
語
を
学
ん
で
出
か
け
た
と

は
聞
か
な
い
。
島
国
英
国
の
若
者
た
ち
が
イ
タ
リ
ア
を
最
終
的
に
目
指
し
て
、
学

校
教
育
の
仕
上
げ
と
し
て
の
実
見
・
体
験
の
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
を
敢
行
す
る
慣
行

を
思
い
起
こ
す
ほ
う
が
日
本
の
「
少
年
」
た
ち
に
は
妥
当
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

論
の
冒
頭
で
す
で
に
書
い
た
こ
と
を
強
調
の
た
め
に
繰
り
返
そ
う
。
若
者
た
ち

は
イ
エ
ズ
ス
会
の
方
針
に
従
っ
て
い
た
が
、所
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

同
会
会
員
に
な
る
の
は
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
の
話
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

彼
ら
は
異
教
徒
と
し
て
出
か
け
た
の
で
は
な
い
。
す
で
に
れ
っ
き
と
し
た
「
キ
リ

シ
タ
ン
」
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
で
病
気
中
の
中
原
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
教
皇
謁
見
が
叶

わ
な
か
っ
た
こ
と
を
捉
え
て
、
意
図
的
に
三
人
と
し
、「
東
方
三
博
士
（
マ
ギ
）」

に
し
た
の
だ
と
い
う
主
張
は
面
白
い
思
い
つ
き
で
は
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
異
教
の
賢
者
に
擬
え
る
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
若
者

た
ち
の
出
生
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
三
王
に
擬
え
る
ほ
う
が
適
切
か
も
分
か
ら

な
い
も
の
の
、
王
で
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
近
東
オ
リ
エ
ン
ト
の
王

た
ち
が
異
教
徒
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
伊
東
マ
ン
シ
ョ
以
下
、
い
ず

れ
も
す
で
に
異
教
徒
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
に
広

が
っ
て
い
る
証
人
と
し
て
東
方
か
ら
遠
路
は
る
ば
る
旅
を
重
ね
て
き
た
極
東
人

で
あ
っ
た
。

（
二
）
大
学

使
節
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き
、
実
施
し
た
中
心
人
物
は

イ
タ
リ
ア
出
身
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
（
一
五

三
九

－
一
六
〇
六
）
で
あ
る
。
同
じ
く
イ
エ
ズ
ス
会
に
属
し
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ

の
ほ
ぼ
一
世
代
先
輩
に
あ
た
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
（
一
五
〇
六

－

一
五

五
二
）
が
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
て
い
た
が
、
ザ
ビ
エ
ル
自
身
、
日
本
で
得
た
信
者

の
若
者
を
南
欧
に
送
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
の
ひ
と
り
が
ベ
ル
ナ
ル
ド
で
あ
る
。
ベ

ル
ナ
ル
ド
も
亦
、
イ
タ
リ
ア
に
行
く
が
、
最
終
目
的
地
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
あ
り
、

コ
イ
ン
ブ
ラ
で
亡
く
な
っ
た
。
使
節
一
行
が
行
か
な
か
っ
た
ナ
ポ
リ
に
も
足
を
運

ん
で
い
る
。
今
日
、
ザ
ビ
エ
ル
を
故
郷
鹿
児
島
に
案
内
し
た
ヤ
ジ
ロ
ウ
と
と
も
に

師
ザ
ビ
エ
ル
の
元
、同
郷
人
ベ
ル
ナ
ル
ド
の
全
身
像
が
鹿
児
島
市
内
で
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ザ
ビ
エ
ル
の
生
年
と
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
没
年
の
間
に
は
百
年

が
あ
り
、
時
代
差
と
と
も
に
両
人
の
出
自
や
経
験
の
違
い
が
布
教
活
動
に
反
映

さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
大
学
出
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
だ
が
、
ザ
ビ
エ
ル
は
フ
ラ
ン

ス
の
パ
リ
大
学
の
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
イ
タ
リ
ア
の
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
出
で

あ
っ
た
。
大
学
に
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
最
高
学
府
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
大
国

フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
大
学
に
似
合
い
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
こ
で
学
ん
で
き

た
ザ
ビ
エ
ル
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
ザ
ビ
エ
ル
が
日
本
に

大
学
を
探
し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
７
、
場
合
に
よ
っ
て
は
教
科
書
に
も

出
る
。

こ
の
時
代
は
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
間
で
は
学
部
に
そ
れ
ぞ
れ

特
徴
が
あ
り
、
今
日
的
価
値
観
の
「
最
高
学
府
」
と
い
う
思
い
込
み
か
ら
彼
ら
は ザビエル公園（鹿児島市）。筆者撮影
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大
学
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
地
域
に
よ
る
学
部
の
相
違
が
意
味
を
有
す

る
時
代
で
あ
り
、
何
を
専
攻
す
る
か
が
優
先
さ
れ
た
。
一
一
世
紀
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

か
ら
西
欧
の
大
学
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
。そ
の
大
学
は
神
学
部
、法
学
部
、医
学
部
、

学
芸
学
部
（
人
文
学
部
）
と
基
本
的
に
は
四
学
部
構
成
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
神
学

部
な
ら
パ
リ
か
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
、
法
学
部
な
ら
イ
タ
リ
ア
と
さ
れ
た
。
そ

の
法
学
部
は
イ
タ
リ
ア
で
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
が
有
力
で
あ
っ
た
が
８
、
も
う
ひ
と
つ
、

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
次
ぐ
古
さ
を
誇
る
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
法
学
部
も
ま
た
重
要
だ
っ

た
。ザ

ビ
エ
ル
の
父
は
異
国
の
地
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
法
律
を
学
び
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー

ノ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
内
の
大
学
町
パ
ド
ヴ
ァ
で
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て

同
じ
く
法
律
の
勉
強
を
続
け
て
い
る
。
ザ
ビ
エ
ル
の
父
は
役
人
を
目
指
し
て
法
を

学
ん
だ
。
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
も
あ
と
で
は
一
大
方
向
転
換
を
な
し
て
イ
エ
ズ
ス
会

の
学
校
で
さ
ら
に
学
び
、
修
練
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
聖
職
者
を
め

ざ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
が
教
皇
領
の
教
会
国
家
内
で
の
官

職
を
志
向
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
に
イ
タ
リ
ア
の
大
学
構
成
に
は
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
ア
ル
プ
ス
北
側

や
イ
ベ
リ
ア
半
島
、
あ
る
い
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
と
の
相
違
と
し
て
、
こ
こ

で
は
神
学
部
が
欠
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
分
か
り
や
す
い
一
例
を
挙
げ
る
と
、

後
世
に
名
を
残
す
、
ナ
ポ
リ
出
身
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
神
学
専
修
の
た
め

に
パ
リ
に
行
く
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
一
三
世
紀
の
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
特
徴

は
維
持
さ
れ
た
。

神
学
部
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
他
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
の

か
。
こ
の
時
代
、「
万
学
の
師
」（
ダ
ン
テ
の
言
）
で
あ
る
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
組
織
が
大
学
で
あ
っ
た
。
哲
学
は
「
神
学
の
婢
女
」

と
言
わ
れ
た
有
名
な
格
言
は
、
イ
タ
リ
ア
の
大
学
で
な
く
、
パ
リ
大
学
な
ど
に
該

当
し
よ
う
。
イ
タ
リ
ア
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
神
学
生
の
た
め
に
存
在
し
た
の

で
な
く
、
理
性
の
範
囲
内
で
の
経
験
的
な
人
間
世
界
の
解
明
を
目
指
す
学
生
の
た

め
に
こ
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
教
授
さ
れ
た
。
そ
れ
に
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
は
医
学
部
の

存
在
に
よ
り
、
自
然
科
学
の
研
究
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
天
正
遣
欧
使
節
の
若
者
た

ち
と
同
時
代
人
に
な
る
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
と
縁
が
深
い
大
学
で
あ
っ
た
。
使

節
一
行
た
ち
の
秋と
き

は
「
科
学
革
命
」
の
世
紀
、一
七
世
紀
に
向
か
っ
て
い
た
。
ヴ
ァ

リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
モ
ノ
を
見
る
眼
差
し
に
は
こ
の
よ
う
な
大
学
で
知
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
哲
学
が
基
本
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
ア
ジ
ア
各
地
で
、
就
中
日
本

で
、
ヒ
ト
を
見
る
時
に
は
こ
の
イ
タ
リ
ア
で
受
容
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝

統
に
啓
発
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

論
理
の
組
み
立
て
方
と
し
て
議
論
の
筋
道
が
ス
コ
ラ
学
的
方
法
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
方
法
は
ル
ネ
サ
ン
ス
で
も
消
失
し
な

い
。
む
し
ろ
新
ス
コ
ラ
学
の
展
開
に
よ
り
、
あ
る
い
は
イ
エ
ズ
ス
会
が
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
近
世
以
降
新
た
な
展
開
を
見
せ

る
。
た
だ
し
利
用
さ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
に
立
ち
返
り
、

人
文
主
義
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
は
見
落
と
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
『
詩
学
』
と
と
も
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
初

の
全
集
が
印
刷
刊
行
さ
れ
た
地
は
ま
さ
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
一
四
九
五
年
か
ら
九
八
年
か
け
て
、
ま
た
一
五
〇
八
年
に
ア
ル
ド
・
マ
ヌ

ツ
ィ
オ
に
よ
っ
て
印
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
全
集
に
は
当
時
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
作
品
と
さ
れ
た
応
用
学
的
な
『
機
械
学
』
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
す
ま
す
時
代

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
書
物
と
な
る
。

（
三
）
技
術
・
芸
術

使
節
一
行
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
の
科
学
技
術
の
実
態
を
も
知
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
特
に
活
版
印
刷
技
術
と
水
道
技
術
に
焦
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
活
版
は
当
時
の
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
東
洋
、
日
本
は
紙
、
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ル
ネ
サ
ン
ス
を
旅
す
る
日
本
の
若
者
た
ち
―
―
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
見
る
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー

和
紙
が
発
達
し
、
木
版
印
刷
も
古
来
盛
ん
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の

は
金
属
活
字
印
刷
で
あ
る
。
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
こ
の
先
端
技
術
を
学
ば
せ
る

た
め
に
、も
う
一
人
の
若
者
を
使
節
一
行
に
加
え
て
い
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー

ノ
・
ド
ラ
ー
ド
で
、
日
本
人
と
し
て
の
名
前
は
不
明
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・

デ
・
ロ
ヨ
ラ
と
と
も
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
上
陸
後
か
ら
周
到
な
計
画
の
下
で
研
鑽
を

積
ん
だ
。
こ
れ
は
帰
国
後
に
学
ん
だ
技
術
力
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

イ
タ
リ
ア
の
水
道
土
木
技
術
は
高
く
、
古
代
ロ
ー
マ
以
来
の
伝
統
が
水
道
設
備

に
は
活
か
さ
れ
、
今
で
も
そ
の
遺
跡
に
圧
倒
さ
れ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は

特
に
噴
水
の
技
術
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
高
度
化
さ
れ
て
、
貴
族
た
ち
や
商
人
た
ち

の
郊
外
の
別
荘
は
大
規
模
な
庭
園
の
な
か
の
観
覧
娯
楽
施
設
と
も
な
っ
て
い
た
。

『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
は
そ
の
描
写
が
幾
つ
も
見
ら
れ
る
。
メ
デ
ィ
チ
家
の
別

荘
プ
ラ
ト
リ
ー
ノ
の
水
道
技
術
・
噴
水
技
術
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広
く
知
ら
れ
、

ま
た
ア
ッ
ペ
ニ
ー
ノ
山
脈
を
擬
人
化
し
た
巨
人
像
が
あ
る
こ
と
で
も
有
名
だ
っ

た
。ま
た
ロ
ー
マ
に
入
る
直
前
、ヴ
ィ
テ
ル
ボ
近
郊
の
バ
ニ
ャ
イ
ア
の
別
荘
ヴ
ィ
ッ

ラ
・
ラ
ン
テ（
写
真
参
照
）や
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
家
の
カ
プ
ラ
ロ
ー
ラ
の
別
荘
の
庭
園
・

噴
水
も
劣
ら
ず
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
滞
在
中
は
む
ろ
ん
郊
外
の
テ
ィ

ヴ
ォ
リ
の
別
荘
の
噴
水
技
術
が
讃
え
ら
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
で
、
俗
に

オ
ル
ガ
ン
と
呼
ば
れ
る
楽
器
が
、
巧
み
に
凝
ら
し
て
流
さ
れ
る
水
の
力
に
押
さ
れ

て
あ
た
か
も
熟
練
し
た
鳴
ら
し
手
が
か
た
わ
ら
に
つ
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
夜

鶯
が
妙
な
る
歌
を
い
と
も
巧
み
に
な
ら
す
の
を
聞
い
た
。」
９

石
造
り
の
高
層
建
造
物
に
は
リ
ス
ボ
ン
上
陸
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、

そ
し
て
イ
タ
リ
ア
と
賛
辞
と
驚
嘆
を
惜
し
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
で
も
ロ
ー
マ
の
コ

ロ
ッ
セ
オ
な
ど
に
見
ら
れ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
築
の
具
体
的
な
記
述
は
見
当
た
ら

ず
、そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。古
典
、ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
ウ
ス『
建

築
書
』（D

e architectura

）
が
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
の
で
、
教
養

バニャイア（ヴィテルボ近郊）ヴィッラ・ランテ庭園（筆者撮影）
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人
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
お
そ
ら
く
題
名
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、

パ
ッ
ラ
ー
デ
ィ
オ
建
築
を
好
ん
だ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
に
は
特
に
好
ま
れ
た
書
籍

で
あ
っ
た
。
建
物
の
主
要
関
心
は
宮
殿
、
別
墅
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
、
そ
し
て
何
と
い
っ

て
も
教
会
建
造
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ハ
ー
ド
の
設
備
と
は
異
な
る
が
、
芸
術
表
現
の
相
違
に
は
明
ら
か
に
気
づ
い

て
い
て
、
こ
れ
ま
た
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
油
絵
や
壁
画
の
存
在
で
あ
り
、
そ

の
手
法
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
視
覚
芸
術
の
分
野
で
鮮
や
か

な
展
開
が
見
ら
れ
た
の
で
、
否
応
な
し
に
使
節
一
行
の
眼
に
即
座
か
つ
華
や
か

に
飛
び
込
ん
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
何
も
キ
リ
ス
ト
教
が
主

題
の
絵
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
断
続
的
に
一
八
年
間
続

い
た
ト
レ
ン
ト
公
会
議
が
終
わ
り
、
芸
術
様
式
と
し
て
は
バ
ロ
ッ
ク
に
差
し
掛

か
ろ
う
と
す
る
時
に
、
使
節
一
行
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
否
定
し
、
破
壊
の
限

り
を
尽
く
し
た
マ
リ
ア
像
や
聖
人
像
が
こ
こ
イ
タ
リ
ア
で
は
一
段
と
盛
ん
に
描

か
れ
て
い
る
現
場
に
立
ち
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
文

字
通
り
ル
ネ
サ
ン
ス
ら
し
く
蘇
っ
た
異
教
芸
術
に
も
接
す
る
機
会
が
多
々
あ
っ

た
。し

か
も
風
雨
に
打
た
れ
、
晒
さ
れ
る
建
物
外
壁
に
絵
が
描
か
れ
て
い
る
の
を
知

る
の
で
あ
る
。
木
で
出
来
、
紙
の
上
に
描
く
日
本
で
は
想
像
が
難
し
い
絵
の
存
在

で
あ
る
。
外
壁
に
描
か
れ
た
絵
画
装
飾
に
は
感
心
し
た
様
子
が
『
天
正
遣
欧
使
節

記
』
か
ら
分
か
る
。
実
際
に
現
地
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
者
に
は
そ
の
こ
と
は
な

か
な
か
理
解
し
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
実
際
そ
う
で
あ
ろ
う
。
貿
易

立
国
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
に
は
幾
つ
か
の
商
館
が
運
河
沿
い
に
立
ち
並
ん
で
い

た
。
ド
イ
ツ
商
館
、
フ
ォ
ン
ダ
コ
・
デ
イ
・
テ
デ
ス
キ
も
そ
の
ひ
と
つ
で
外
面
壁

画
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
画
家
た
ち
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ

と
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た

10
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
も
は

や
そ
の
ま
ま
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
使
節
一
行
は
異
教
文
化
の
絵
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
。
出
来
上
が
っ
て
数
十
年
が
す
で
に
経
過
し
て
い
た
が
、
フ
レ

ス
コ
画
で
制
作
さ
れ
て
い
る
た
め
剥
げ
落
ち
な
い
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
木
と

紙
で
で
き
、
室
内
画
が
当
た
り
前
だ
っ
た
日
本
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
稀
有
な
体

験
で
あ
っ
た
。

水
墨
画
と
い
う
白
黒
の
世
界
に
対
し
、
カ
ラ
フ
ル
な
油
絵
の
世
界
が
当
時
の
日

本
人
を
惹
き
付
け
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
良
い
だ
ろ
う
。
最
初
に
キ
リ
ス
ト
教

を
伝
え
た
ザ
ビ
エ
ル
が
持
っ
て
き
た
聖
画
像
は
鹿
児
島
の
人
た
ち
を
魅
惑
し
た
。

使
節
一
行
の
代
表
者
伊
東
マ
ン
シ
ョ
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ピ
ッ
テ
ィ
宮
殿
で
そ

の
よ
う
な
肖
像
画
、
そ
れ
も
世
俗
女
性
が
描
か
れ
た
絵
を
欲
し
が
っ
た
と
出
て

く
る

11
。
彼
ら
一
行
が
戻
っ
て
か
ら
、
画
像
制
作
の
授
業
も
イ
エ
ズ
ス
会
は
日

本
に
導
入
す
る
し
、
そ
の
た
め
の
専
門
の
イ
エ
ズ
ス
会
所
属
の
教
師
も
招
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
信
仰
や
布
教
の
た
め
に
磔
刑
像
や
聖
母
マ
リ
ア
像
は

必
要
と
さ
れ
た
要
因
が
大
き
い
が
、
私
た
ち
の
祖
先
が
こ
れ
ら
を
表
わ
す
手
段
、

技
術
に
も
惹
き
付
け
ら
れ
る
面
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

ま
た
ト
レ
ン
ト
公
会
議
以
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
狙
い
と
も
一
致
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
代
に
ゴ
シ
ッ
ク
聖
堂
の
彫
像
が
文
盲
の
人

た
ち
の
教
科
書
が
わ
り
と
な
っ
て
い
た
、
つ
ま
り
文
字
で
は
な
く
彫
刻
が
教
育
の

代
わ
り
を
し
て
く
れ
た
と
い
う
、
よ
く
引
か
れ
る
事
例
を
考
え
て
は
い
け
な
い
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
使
節
一
行
は
目
に
一
丁
字
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
す
で
に
ラ
テ
ン
語
も
勉
強
し
て
い
た
若
者

た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
の
出
来
事
で
あ
り
、

中
世
と
は
異
な
る
。
一
行
が
丹
念
に
旅
し
た
先
は
そ
の
本
場
の
イ
タ
リ
ア
で
あ
っ

た
。
造
型
芸
術
、
視
覚
芸
術
が
花
咲
い
て
い
た
。
教
会
、
聖
堂
に
入
り
、
各
礼
拝

堂
を
一
巡
し
て
も
、
宮
殿
、
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
を
訪
れ
て
各
部
屋
に
招
か
れ
て
も
、
も

う
至
る
と
こ
ろ
壁
面
に
鮮
や
か
な
絵
画
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
ま
た
壁
画
だ
け

911-0696-縦-P49-61_根占献一様.indd   54 2020/03/02   10:09:57



― 55 ―

ル
ネ
サ
ン
ス
を
旅
す
る
日
本
の
若
者
た
ち
―
―
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
見
る
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー

で
は
な
い
。
額
に
収
め
ら
れ
た
絵
画
、
タ
ブ
ロ
ー
や
す
で
に
建
築
か
ら
自
立
し
た

彫
像
を
何
枚
も
幾
体
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
四
） 
古
典

イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
異
教
の
学
術
・
文
芸
が
蘇

り
、
復
興
し
た
時
代
と
言
わ
れ
る
。
宣
教
師
が
著
述
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
天

正
遣
欧
使
節
記
』
に
は
そ
の
古
典
の
事
例
が
出
る
の
は
珍
し
く
な
い
。
引
用
に
そ

の
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
見
当
が
つ
く
古
典
は
多
い
。
対
話
一
五
に

画
家
テ
ィ
マ
ン
テ
ス
の
逸
話
が
千
々
石
ミ
ゲ
ル
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
い
ろ
い
ろ
な
書
物
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
重

要
な
典
拠
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
非
常
に
読
ま
れ
、
よ
く
利
用
さ
れ
た
プ
リ
ニ

ウ
ス
『
博
物
誌
』（N

aturalis H
istoria

）
で
あ
っ
た
ろ
う

12
。
悲
し
み
の
顔
を

表
現
で
き
ず
、
そ
の
顔
を
画
家
が
ヴ
ェ
ー
ル
で
覆
っ
た
顰ひ
そ
みに
倣
い
、
南
欧
を
旅
し

な
が
ら
瞥
見
し
た
、
巧
妙
な
技
術
に
基
づ
く
建
造
物
、
ま
た
都
市
の
た
た
ず
ま
い

が
言
葉
で
上
手
く
伝
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
、
こ
の
事
例
を

語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
古
典
典
拠
の
好
例
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神

話
に
登
場
す
る
三
人
の
女
神
、
三
美
神
。
各
々
が
視
覚
的
に
異
な
っ
た
角
度
の
肢

体
を
見
せ
て
、
美
、
愛
、
優
美
あ
る
い
は
慎
み
（castitas

）
を
表
わ
す
。
ル
ネ

サ
ン
ス
以
後
、
夥
し
い
ほ
ど
の
数
の
三
美
神
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
ボ
ッ
テ
ィ

チ
ェ
ッ
リ＜

プ
リ
マ
ヴ
ェ
ー
ラ
（
春
）＞

の
な
か
の
彼
女
た
ち
は
特
に
名
高
い
。

使
節
一
行
が
訪
れ
る
ほ
ぼ
百
年
前
に
描
か
れ
た
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
・
ル
ネ
サ
ン
ス

を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
一
行
が
彼

女
た
ち
を
描
い
た
絵
や
壁
画
を
見
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
使
節
の
ひ
と
り
原
マ
ル
チ
ノ
の
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
へ
の
感
謝
の
演
説
に
現
わ
れ
る
。「
昔
の
人
た
ち
が
私
た
ち
の
た
め
に

残
し
て
く
れ
ま
し
た
三
人
の
グ
レ
ー
ス
、
美
神
た
ち
の
あ
の
有
名
な
画
、
そ
れ
に

は
彼
女
た
ち
の
顔
に
こ
と
に
著
し
い
朗
ら
か
な
喜
び
が
現
わ
れ
、
手
に
手
を
組
ん

で
離
れ
て
も
互
い
に
必
ず
寄
り
集
ま
っ
て
来
る
彼
女
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
を
描
い
て

い
ま
す
・
・
・
」
と
あ
る
。
実
は
こ
の
グ
レ
ー
ス
の
意
味
は
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
セ

ネ
カ
の
『
恩
恵
論
』（D

e beneficiis

）
か
ら
引
用
さ
れ
、使
節
派
遣
を
思
い
つ
き
、

実
現
さ
せ
た
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
へ
の
感
謝
の
意
を
持
た
せ
る
の
で
あ
る
。「
と
言

い
ま
す
の
は
、
こ
の
画
像
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
賢
明
な
人
々
は
、
あ
る
い
は
幾
ら

か
で
も
高
尚
な
精
神
を
持
つ
ほ
ど
の
人
々
は
、
恩
恵
、
恩
寵
の
授
受
に
際
し
て
、

お
の
ず
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き
二
つ
の
決
ま
り
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
ら
。
つ
ま
り
、
施
す
ほ
う
の
人
々
の
顔
は
朗
ら
か
で
あ
る
よ
う
、
受
け

と
る
ほ
う
の
人
は
で
き
る
だ
け
早
く
受
け
た
恩
寵
に
利
を
添
え
て
返
す
よ
う
に
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。」

13

こ
の
一
文
か
ら
ラ
テ
ン
文
学
中
の
重
要
な
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
セ
ネ
カ
の
代
表

作
の
一
点
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
異
教
の
テ
ー
マ
作
品
で
あ
る
が
、
日
常

的
な
道
徳
律
に
還
元
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
時
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

の
中
に
は
文
献
学
、
史
料
批
判
の
発
展
に
よ
り
、
セ
ネ
カ
と
聖
パ
ウ
ロ
の
間
の
往

復
書
簡
に
疑
念
を
差
し
は
さ
む
者
も
現
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
問
題
に

な
っ
て
い
ず
、セ
ネ
カ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ロ
ー
マ
の
恋
愛
詩
人
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
さ
え
も
「
道
徳
化
さ
れ
た
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ

ス
」
と
さ
れ
て
、
中
世
以
来
の
長
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
伝
統
が
あ
っ
た
。
セ
ネ

カ
は
さ
ら
に
、
中
世
以
来
パ
ウ
ロ
と
含
蓄
に
富
む
思
想
を
手
紙
形
式
で
交
換
し
た

同
時
代
人
と
信
じ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
書
簡
集
ま
で
存
在
し
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
は
周
知
の
よ
う
に
人
文
主
義
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
教
育
に
力
を
入

れ
、
本
場
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
ら
ず
、
日
本
な
ど
世
界
各
地
で
古
典
語
教
育
に
力
を

入
れ
た
修
道
会
で
あ
っ
た

14
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
古
代
ラ
テ
ン
文
学
の
中
で
も
、

キ
ケ
ロ
や
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
ら
と
並
ん
で
セ
ネ
カ
は
と
て
も
重
要
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要
　
第
二
十
二
号

で
あ
っ
た
。
セ
ネ
カ
に
は
ま
た
悲
劇
の
演
劇
作
品
も
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
が
演
劇

を
教
育
に
活
か
し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
で
古
代
ロ
ー
マ

の
哲
学
上
の
二
巨
人
キ
ケ
ロ
と
セ
ネ
カ
の
う
ち
、
キ
ケ
ロ
に
演
劇
作
品
が
見
ら
れ

な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
与
え
た
意
味
合
い
に
は
異
な
る
点
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。

（
五
）
政
治
と
宗
教

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
教
育
上
の
狙
い
は
こ
の
よ
う
な
「
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
」
を

通
し
て
実
現
さ
れ
よ
う
と
し
た
。こ
の
巡
察
使
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
生
ま
れ
で
な
く
、

南
の
ア
ブ
ル
ッ
ツ
ォ
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
法
学
部
で
学
ん
だ
だ

け
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
島
を
も
よ
く
知
っ
て
い
た
。
今
日
で
は
島
の
ほ
う
に
も
大

学
が
あ
る
が
、
こ
の
当
時
は
半
島
陸
地
（terraferm

a

）
の
ほ
う
に
し
か
な
く
、

そ
れ
が
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
学
の
意
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ

た
。な

お
、
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
を
数
あ
る
島
だ
け
で
考
え
る
の
は
間
違
っ

て
い
る
。遠
く
黒
海
方
面
や
東
地
中
海
に
も
植
民
地
を
持
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、

イ
タ
リ
ア
本
土
の
陸
地
深
く
広
が
っ
て
い
た
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
有
数
の
共
和
国

家
で
あ
っ
た
。『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
は
ス
ペ
イ
ン
王
国
、
教
皇
領
国
家
と
同

盟
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
ト
ル
コ
に
勝
利
を
収
め
た
レ
パ
ン
ト
の
海
戦
（
一
五
七

一
年
）
へ
の
詳
し
い
言
及
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
キ
リ
ス
ト
教
の
大
敵
と
し
て

の
イ
ス
ラ
ム
教
が
強
く
非
難
さ
れ
て
い
る

15
。

使
節
一
行
は
こ
の
共
和
国
に
最
も
長
く
滞
在
し
、
島
と
言
わ
ず
陸
地
と
言
わ
ず

広
く
旅
し
た
の
で
あ
る
。
本
島
滞
在
期
間
も
長
く
、
伊
東
マ
ン
シ
ョ
を
始
め
と
す

る
一
行
の
肖
像
画
が
描
か
れ
る
余
裕
が
あ
っ
た
し
、
当
地
に
は
こ
の
共
和
国
が
抱

え
る
「
御
用
絵
師
」
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
統
領
府
官
邸
を
飾
る
一
行
の

絵
は
残
念
な
が
ら
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
内
の
ヴ
ィ
チ
ェ

ン
ツ
ァ
で
は
観
劇
し
、
ま
た
歓
待
さ
れ
た
様
子
を
今
に
伝
え
る
オ
リ
ン
ピ
コ
劇
場

（T
eatro O

lim
pico

）
壁
画
が
残
っ
て
い
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
イ
タ
リ
ア
半
島
に
お
け
る
二
大
共
和
国
と
い
う
と
、
こ
の

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
で
あ
っ
た
が
、
前
者
が
一
八
世

紀
末
ま
で
独
立
し
た
共
和
国
と
し
て
存
在
し
た
の
に
対
し
、
後
者
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

は
使
節
一
行
が
訪
問
し
た
頃
は
す
で
に
メ
デ
ィ
チ
家
の
統
治
す
る
ト
ス
カ
ー
ナ
大

公
国
に
変
貌
を
遂
げ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
メ
デ
ィ
チ
家
か
ら
こ
の
上
な
い
歓
待

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
も
ま
た
統
治
し
た
領
域
は
広
く
、
使
節
一
行
が
ス

ペ
イ
ン
の
港
を
出
て
イ
タ
リ
ア
半
島
に
初
上
陸
し
た
の
は
同
公
国
の
リ
ヴ
ォ
ル
ノ

の
町
で
あ
っ
た
。
こ
の
の
ち
ピ
サ
で
の
祝
宴
が
あ
り
、
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
国
の
都

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
入
る
。

彼
ら
一
行
の
、
三
〇
年
も
前
に
ひ
と
り
の
日
本
人
が
や
は
り
イ
エ
ズ
ス
会
の
働

き
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
の
願
い
に
よ
り
、
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
都
市
に
来

て
い
た
。
一
六
世
紀
半
ば
頃
の
こ
と
で
、
ま
だ
イ
グ
ナ
テ
ィ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ

も
ロ
ー
マ
で
健
在
な
こ
ろ
で
あ
る
。
既
出
の
よ
う
に
ベ
ル
ナ
ル
ド
と
い
う
名
前
し

か
わ
か
っ
て
い
な
い
。
天
正
遣
欧
使
節
も
初
め
は
こ
の
先
例
同
様
に
ひ
そ
や
か
な

旅
を
行
い
、
俗
人
世
界
と
接
触
す
る
機
会
が
少
な
く
な
る
よ
う
イ
タ
リ
ア
各
地
の

イ
エ
ズ
ス
会
の
施
設
に
宿
泊
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
メ
デ
ィ
チ
家
は
こ
れ
を
許
さ

ず
、
か
な
り
大
っ
ぴ
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
否
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
と

経
て
き
て
、
イ
タ
リ
ア
の
支
配
者
や
教
会
関
係
者
は
一
行
到
来
を
心
待
ち
に
待
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
当
時
の
メ
デ
ィ
チ
家
は
も
は
や
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
メ
デ
ィ
チ
宮
殿

（Palazzo M
edici

）
中
心
の
生
活
で
は
な
い
。
共
和
国
時
代
の
メ
デ
ィ
チ
家
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
。
住
ま
い
、
住
居
は
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
宮
殿
、
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・

ヴ
ェ
ッ
キ
ョ
で
あ
り
、
ピ
ッ
テ
ィ
宮
殿
で
あ
っ
た
。
共
和
制
時
代
の
象
徴
的
建

物
が
こ
の
中
世
以
来
の
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
ョ
で
あ
っ
た
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
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ル
ネ
サ
ン
ス
を
旅
す
る
日
本
の
若
者
た
ち
―
―
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
見
る
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー

に
入
り
、
さ
ら
に
メ
デ
ィ
チ
の
館
に
変
わ
る
と
、
室
内
は
大
き
く
変
わ
り
、
同

家
好
み
の
壁
画
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、「
百
合
の
間
」（La Sala dei 

Gigli
）
に
そ
の
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
司
教
に
関
わ
る
聖

人
と
古
代
ロ
ー
マ
史
の
人
物
た
ち
―
―
ド
メ
ニ
コ
・
デ
ル
・
ギ
ル
ラ
ン
ダ
イ
オ
と

そ
の
工
房
作
―
―
が
同
一
空
間
の
同
じ
壁
面
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
て
、
使
節
一

行
は
異
教
ロ
ー
マ
と
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が
関
連
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
否
応
な

く
感
じ
取
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
教
会
で
彼
ら
は
た
い
へ
ん
貴
重
な
体
験
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
聖
母
マ
リ
ア
信
仰
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
欠
か
せ
ぬ
体
験
で

あ
っ
た
。
市
内
に
は
数
多
く
の
聖
堂
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
窺
い
知
る
に
最

適
な
教
会
は
サ
ン
テ
ィ
ッ
シ
マ
・
ア
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
ア
ー
タ
聖
堂
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
こ
に
は
霊
験
あ
ら
た
か
な
マ
リ
ア
像
が
あ
る
こ
と
で
名
高
く
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
市
民
の
こ
の
聖
母
の
あ
る
教
会
に
寄
せ
る
思
い
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が

あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
聖
母
都
市
で
あ
る
。
カ
テ
ド
ラ
ー

レ
、
大
聖
堂
は
花
の
聖
母
大
聖
堂
、
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ル
・
フ
ィ
オ
ー
レ

と
呼
ば
れ
る
。
中
世
で
は
サ
ン
タ
・
レ
パ
ラ
ー
タ
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
こ
の

呼
び
名
に
変
わ
っ
た
。
そ
し
て
新
年
の
始
ま
り
は
三
月
二
五
日
、
つ
ま
り
マ
リ

ア
が
神
の
子
を
身
ご
も
っ
た
お
告
げ
を
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
か
ら
受
け
た
日
を

年
の
初
め
と
し
て
い
た
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
数
多
く
の
教
会
が
あ
る

が
、
わ
け
て
も
重
要
な
教
会
が
、
聖
な
る
こ
と
こ
の
上
な
い
、
お
告
げ
の
教
会

と
い
う
名
を
持
つ
、
こ
の
サ
ン
テ
ィ
ッ
シ
マ
・
ア
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
ア
ー
タ
教
会
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

使
節
一
行
の
噂
が
町
中
に
広
が
っ
て
い
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
内
の
制
限
さ
れ
た
旅

で
は
も
は
や
全
く
な
く
、
市
民
の
多
く
が
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
子
孫
が
書
き
残
し
て
い
る
日
記
か
ら
も
分
か
る
が

16
、
こ
の
教

会
に
使
節
一
行
が
来
て
、
普
段
は
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
聖
母
像
を
見

ら
れ
る
と
い
う
評
判
が
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
一
行
は
二
度
に
わ

た
っ
て
聖
堂
に
入
れ
な
い
事
態
が
生
じ
て
し
ま
う
。
漸
く
三
度
目
、
人
々
が
ま
だ

動
き
回
ら
な
い
早
朝
に
こ
の
聖
堂
を
訪
れ
て
、拝
顔
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
予
想
で
き
な
い
ほ
ど
の
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
過
密
都
市
な

ら
で
は
の
光
景
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

17
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
体
験
を
筆
頭
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
要

に
位
置
す
る
聖
母
マ
リ
ア
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
使

節
が
訪
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
宗
教
改
革
が
起
こ
り
、
聖
人
崇
拝
に
限
ら
ず
、
聖

母
を
否
定
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
生
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
イ
タ
リ
ア
で
は
中
世
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
続
い
て
い
た
。
現
在
で

も
イ
タ
リ
ア
の
教
会
に
行
け
ば
、
宗
教
改
革
に
無
関
係
に
聖
母
も
聖
人
も
ま
た
聖

遺
骨
も
健
在
で
あ
る
。

使
節
一
行
の
先
人
ベ
ル
ナ
ル
ド
の
旅
は
ト
レ
ン
ト
公
会
議
前
期
の
頃
で
あ
っ
た

が
、
伊
東
マ
ン
シ
ョ
ら
の
旅
は
同
会
議
が
終
了
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
指
針
が

明
確
化
さ
れ
た
の
ち
の
旅
で
も
あ
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
・
宗
教
改
革
以
前
の
中
世

的
伝
統
の
か
く
な
る
心
性
、メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。ヴ
ァ

リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
現
地
で
の
実
見
と
経
験
に
基
づ
い
て
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
な
に
か
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
な
の
か
に
接
し
て

も
ら
い
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
の
町
ご
と
の
教
会
で
礼
拝
堂
に
描
か
れ

た
聖
人
、
聖
女
た
ち
、
あ
る
い
は
彼
ら
、
彼
女
ら
の
名
を
負
う
教
会
、
そ
し
て
そ

の
聖
遺
物
と
そ
の
崇
拝
が
否
定
さ
れ
な
い
宗
教
世
界
が
厳
然
と
し
て
あ
り
、
そ
れ

が
日
常
的
に
信
徒
た
ち
の
生
活
を
形
成
し
て
い
た
。
使
節
は
サ
ン
テ
ィ
ッ
シ
マ
・

ア
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
ア
ー
タ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
聖
母
像
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は

教
会
に
収
め
ら
れ
て
い
る
聖
骸
と
も
対
面
す
る
。
女
性
の
聖
者
で
は
ア
ッ
シ
ジ
で

は
聖
ク
ラ
ラ
（
キ
ア
ラ
）、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
は
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
、
そ
し
て
ロ
レ
ー
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要
　
第
二
十
二
号

ト
で
は
神
の
母
マ
リ
ア
の
家
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
教
皇
領
国
家
の
大

都
市
で
の
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
の
叙
述
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
拝
観

し
た
の
は
す
で
に
二
百
年
も
以
前
に
な
く
な
っ
た
」
聖
女
で
あ
る
が
、「
ま
だ
生

き
て
い
る
か
の
よ
う
に
生
気
が
あ
る
ば
か
り
か
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
横
に
は
な

ら
な
い
で
座
っ
て
い
る
」
聖
骸
で
あ
っ
た

18
。

（
六
）
科
学
革
命

こ
れ
ま
で
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
や
使
節
の
旅
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
使
節
の
旅

行
中
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
イ
ン
ド
の
ゴ
ア
に
留
ま
り
、
母
国
に
も
母
校
の
町
に

も
行
か
な
か
っ
た
。
使
節
に
同
行
し
た
の
は
信
頼
厚
い
イ
エ
ズ
ス
会
士
メ
ス
キ
ー

タ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
一
行
を
待
ち
構
え
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
が

『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
で
あ
る
。
一
行
の
見
聞
を
確
認
し
な
が
ら
、
叙
述
が
行
わ

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
在
日
本
の
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
で
教
科
書
と
し

て
使
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
地
理
や
歴
史
の

学
習
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
日
本
の
衣
食
住
に
関
し
て
東

西
の
相
違
を
感
じ
た
よ
う
に
、
同
使
節
記
で
は
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
イ
タ
リ
ア

の
こ
れ
ら
の
違
い
が
文
明
論
の
視
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
端
は
既
に

本
論
で
記
し
た
。

ま
た
科
学
技
術
の
観
点
か
ら
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

行
論
上
、
す
で
に
本
論
で
「
科
学
革
命
」
と
い
う
術
語
も
使
用
し
た
。
一
七
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
革
命
は
機
械
論
哲
学
の
発
展
と
連
関
し
、
世
界
、
宇
宙
と
キ

リ
ス
ト
教
の
神
の
関
係
が
新
た
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
機
械
、
器

具
で
例
証
に
上
が
る
代
表
が
ゼ
ン
マ
イ
仕
掛
け
の
時
計
で
あ
る
。
こ
の
種
の
西
欧

（
置
き
）
時
計
、「
大
き
な
精
巧
な
時
計
」
の
類
は
ザ
ビ
エ
ル
が
す
で
に
山
口
で
領

主
大
内
氏
へ
の
贈
呈
品
の
一
つ
に
入
っ
て
い
た
。

『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
で
は
ト
レ
ド
の
町
で
水
道
技
術
と
と
も
に
時
計
装
置

（
天
文
時
計
）
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る

19
。
製
作
者
は
ク
レ
モ
ー
ナ
出
身
の

ジ
ャ
ン
ネ
ッ
ロ
・
ト
ッ
リ
ア
ー
ノ
（Gianello T

orriano, 

或
い
は Giovanni 

T
orriani. 

一
五
〇
〇
頃

－

一
五
八
五
）
で
、
使
節
一
行
が
こ
こ
を
訪
ね
た
こ
ろ

は
最
晩
年
の
ト
ッ
リ
ア
ー
ノ
が
居
た
こ
と
に
な
る
。
時
計
が
さ
ら
に
精
巧
と
な
る

に
は
一
七
世
紀
の
科
学
革
命
の
一
翼
を
担
う
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ン
・
ホ
イ
ヘ
ン
ス

の
登
場
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
日
本
で
の
時
計
の
意
義
は
機
械
論
の
象
徴
と
な
る
の

で
な
く
、
優
れ
た
機
械
を
作
り
だ
す
こ
と
の
で
き
る
西
欧
と
い
う
認
識
に
留
ま
っ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
使
節
一
行
の
南
欧
の
旅
は
現
地
の
人
々
や
こ
れ
か
ら
宣
教
に
赴
き

た
い
聖
職
者
を
大
い
に
刺
激
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ま
た
ザ
ビ
エ
ル
以
来
、
日

本
人
が
宇
宙
は
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
に
強
い
関
心
を
有
し
て
問

い
か
け
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
方
面
の
自
然
哲
学
的
知
識
に
富
む
学
者
タ
イ
プ
の
司

祭
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
通
じ
、
実
地
体
験

を
重
視
す
る
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
白
羽
の
矢
を
放
っ
た
の
が
ペ
ド
ロ
・
ゴ
メ
ス
で

あ
っ
た
。
ゴ
メ
ス
の
『
講
義
要
綱
』
は
コ
レ
ッ
ジ
ョ
で
使
わ
れ
た
教
科
書
で
あ

る
20
。一

七
世
紀
以
降
の
科
学
革
命
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
宇
宙
論
に
代
わ
っ
て
数

学
に
基
づ
く
天
文
学
に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
が
、
日
本
で
は
所
謂
鎖
国
状
態
に

入
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
よ
う
な
発
展
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。『
鎖
国
』
の

和
辻
哲
郎
流
に
呼
べ
ば
、
そ
れ
は
日
本
の
悲
劇
と
な
ろ
う

21
。
従
っ
て
ゴ
メ
ス
の

場
合
、
天
文
学
者
で
な
く
自
然
哲
学
者
と
し
て
日
本
人
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
「
デ
ザ
イ
ン
か
ら
の
証
明
」
と
し
て
こ
の
方
面
の
研
究
は
割
と
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
や
は
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
目
的
論
的
証
明
の

一
環
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
宇
宙
が
比
喩
と
し
て
時
計
の
よ
う
な
精
巧
な
機
械
で
あ
れ
ば
、
こ

の
機
械
を
作
っ
た
職
人
の
よ
う
な
神
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
自
動
的
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ル
ネ
サ
ン
ス
を
旅
す
る
日
本
の
若
者
た
ち
―
―
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
見
る
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー

に
動
い
て
い
く
こ
の
機
械
は
ネ
ジ
を
巻
い
て
く
れ
る
段
階
で
は
神
が
必
要
だ
ろ
う

が
、
そ
の
あ
と
は
、
神
は
休
む
か
、
あ
る
い
は
止
ま
り
か
け
る
と
ネ
ジ
を
巻
き
直

す
か
、
あ
る
い
は
故
障
し
た
際
に
修
繕
を
す
る
か
、
そ
の
よ
う
な
休
み
多
い
職
に

変
わ
っ
て
し
ま
い
、
全
時
代
を
通
じ
て
た
ゆ
み
な
く
は
全
知
全
能
の
神
の
意
志
が

働
か
な
い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
時
代
ご
と
に
人
間
と
神
の

関
係
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
神
の
裁
き
は
緊
張
感
の
な
い
状
態
に
陥
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

さ
ら
に
近
代
に
入
る
と
、
機
械
論
だ
け
で
な
く
原
子
論
哲
学
も
ま
た
勢
い
を
増

し
て
く
る
。
原
子
論
的
物
質
論
も
ま
た
霊
魂
と
か
あ
る
い
は
意
志
と
か
を
問
題
に

す
る
こ
と
な
く
、
生
成
の
過
程
を
説
明
す
る
。
近
代
思
想
史
で
は
原
子
よ
り
も
さ

ら
に
粒
子
レ
ベ
ル
の
概
念
が
適
切
か
も
知
れ
な
い
が
、
原
子
で
あ
れ
、
粒
子
で
あ

れ
、
こ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
性
の
中
か
ら
こ
の
世
界
が
生
じ
た
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
神
そ
の
も
の
が
不
必
要
と
な
り
、
創
造
す
る
神
を
前
提
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教

に
と
っ
て
は
大
き
な
痛
手
と
な
り
、
ま
さ
に
無
神
論
の
段
階
に
突
き
進
む
こ
と
に

な
る
。
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
が
代
表
的
思
想
家
と
し
て
登
場
し
よ
う
。

日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
上
の
思
想
レ
ベ
ル
で
は
も
ち
ろ
ん
そ
こ
ま
で
の
「
境
位
」

に
さ
え
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
前
に
鎖
国
を
迎
え
、

科
学
革
命
中
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
も
以
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
も
日
本
に
入
っ

て
く
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
蘭
学
は
キ
リ
ス
ト
教
的
神
を
前
提

に
せ
ず
に
自
然
、宇
宙
を
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
な
一
七
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
知
の
あ
り
方
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
は
日
本
人
が
信

じ
て
い
る
宗
教
が
真
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
た
。
そ
の
真
正
さ
に
は

究
極
な
る
も
の
が
本
物
で
あ
る
か
ど
う
か
が
掛
か
っ
て
い
た
。
自
然
、
宇
宙
も

ま
た
そ
の
究
極
な
る
も
の
、
神
を
知
ら
し
め
て
く
れ
る
か
ど
う
か
が
鍵
で
あ
っ

た
。
こ
の
完
璧
な
世
界
を
造
り
、
動
か
す
存
在
が
前
提
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
デ
ザ
イ
ン
か
ら
の
証
明
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
類
い
の
証
明
で

あ
る

22
。

お
わ
り
に

『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
で
は
千
々
石
ミ
ゲ
ル
が
解
説
役
を
務
め
て
い
る
。
こ
れ

は
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
そ
の
役
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
こ
の
千
々
石
は
し
か
し
の
ち
に
棄
教
す
る
。
一
行
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
較
べ

て
町
（
都
市
）
が
は
る
か
に
多
い
、
イ
タ
リ
ア
半
島
地
域
に
非
常
に
長
く
滞
在
し

た
。
特
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
は
半
島
の
陸
地
部
と
繋
が
っ
て
い
ず
、
数
多
く
の
島
々
か
ら
成
り
立
つ
都
市
国

家
だ
っ
た
。
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
は
思
い
出
の
学
生
の
地
で
あ
り
、
パ
ド
ヴ
ァ
大

学
は
本
土
側
に
あ
っ
た
。
ま
た
エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
東
方
巡
礼
を
目
指
す
港
町
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
創
始
者
イ
グ
ナ
テ
ィ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ

と
仲
間
の
ザ
ビ
エ
ル
た
ち
は
か
つ
て
こ
こ
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
出
航
を
企
図
し
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
介
在
が
こ
れ
を
容
易
に
許
さ
な
く
な
っ
て
久
し

か
っ
た
。

ま
た
イ
タ
リ
ア
半
島
南
部
の
大
都
市
ナ
ポ
リ
に
は
事
情
が
あ
っ
て
行
け
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
使
節
た
ち
に
は
悔
や
ま
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
さ
も
見
て
き
た
か

の
よ
う
に
詳
し
い
説
明
が
ミ
ゲ
ル
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。こ
こ
は
王
国
で
あ
り
、

ス
ペ
イ
ン
統
治
下
に
あ
っ
た
。ナ
ポ
リ
に
滞
在
す
れ
ば
、若
桑
が
言
う「
世
界
帝
国
」

に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
行
は
夏
季
の
暑
熱
を
避
け
る
た

め
に
ナ
ポ
リ
を
外
し
た
と
、『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
で
は
な
っ
て
い
る
が
、
当
地

で
は
反
ス
ペ
イ
ン
の
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
て
、
極
東
の
若
者
に
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界

の
悪
印
象
を
与
え
な
い
配
慮
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

23
。

日
本
の
領
域
は
地
球
上
に
引
か
れ
た
教
皇
境
界
線
に
よ
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
布
教

管
轄
下
、
パ
ド
ロ
ア
ー
ド
（padroado. 

布
教
保
護
権
）
に
あ
っ
た
が
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
の
場
合
、「
世
界
帝
国
」
と
呼
ば
れ
う
る
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
世
界
帝
国
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要
　
第
二
十
二
号

を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
世
紀
が
改
ま
っ
た
一
七
世
紀
の
支
倉
常
長
の
慶
長

使
節
こ
そ
が
世
界
帝
国
ス
ペ
イ
ン
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

24
。
こ
ち

ら
は
あ
く
ま
で
も
「
大
人
」
の
俗
人
身
分
の
一
行
で
あ
っ
た
。
彼
ら
一
行
の
の
ち

メ
キ
シ
コ
や
ス
ペ
イ
ン
に
は
ハ
ポ
ン
（
日
本
）
姓
の
日
系
（
？
）
子
孫
が
誕
生
し
、

今
日
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
天
正
遣
欧
使
節
に
は
起
こ
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
し
か
し

滞
欧
し
た
天
正
遣
欧
使
節
へ
の
関
心
の
高
さ
は
イ
タ
リ
ア
で
刊
行
さ
れ
た
数
々
の

印
刷
物
が
示
し
て
い
る

25
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
後
世
へ
の
日
本
情
報
源
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。
本
論
が
引
用
し
て
き
た『
天
正
遣
欧
使
節
記
』は
教
科
書
と
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
情
報
源
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
令
が
こ
れ
を
不
可
能

と
し
た
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
を
吸
収
し
た
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
筆
致
は
往
時
の

質
の
良
い
一
次
史
料
で
あ
り
、
日
欧
交
流
史
の
初
期
情
報
と
し
て
高
い
価
値
を
保

持
し
て
い
る
。

【
注
】

１　

   

次
の
小
著
に
は
言
及
し
て
い
る
章
が
含
ま
れ
る
。
根
占
献
一
『
東
西
ル
ネ
サ
ン
ス
の
邂
逅

―
南
蛮
と
禰
寝
氏
の
歴
史
的
世
界
を
求
め
て
』（
東
信
堂
、
一
九
九
八
年
）。
ま
た
最
近
、

伊
川
健
二
『
世
界
史
の
な
か
の
天
正
遣
欧
使
節
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
、
が
公
刊

さ
れ
た
。

２　

 

原
書
は
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
。
邦
訳
は
デ
・
サ
ン
デ
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
泉
井
久
之
助
・

長
澤
信
寿
・
三
谷
昇
二
・
角
南
一
郎
、
新
異
国
叢
書
５
、
雄
松
堂
、
一
九
九
〇
年
（
一
九

六
九
年
）。
イ
タ
リ
ア
語
訳
にA

lessandro V
alignano, D

ialogo sulla m
issione degli 

am
basciatori giapponesi alla curia rom

ana e sulle cose osservate in E
uropa 

e durante tutto il viaggio basate sul diario degli am
basciatori e tradotto in 

latino da D
uarte de Sande, sacerdote della Com

pagnia di Gesù, a cura di 
M

arisa di Russo. T
raduzione di Pia A

ssunta A
iroldi. Presentazione di D

acia 
M

araini, Firenze, 2016. 

以
下
、
邦
訳
、
伊
訳
と
し
て
引
用
す
る
。

３　

 the Chistian century 

と
い
う
成
句
が
た
と
え
ば
、Elisabeth Feist H

irsch, T
he 

D
iscoveries and H

um
anist T

hinking, in B
ibliotheca D

ocet. E
rasm

us 
Buchhandlung, A

m
sterdam

 1963, pp. 385-397: 391.

４　

 

多
数
の
著
書
が
あ
る
な
か
、
次
の
一
書
が
該
当
し
よ
う
。Charles R. Boxer, T

he 
Christian Century in Japan 1549-1650, M

anchester 1993 (1951).

５　

 

桑
原
直
己
『
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
と
イ
エ
ズ
ス
会
教
育
―
―
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
の
旅
路
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
七
年
。

６　

 

片
岡
千
鶴
子
『
八
良
尾
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
』、
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
、
一
九
七
〇
年
。

７　

 

川
瀬
一
馬
『
増
補
新
訂 

足
利
学
校
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
五
（
一
九
四
八
）
年
。

８　

 

久
保
正
幡
「
大
学
と
は
何
か
―
―
ボ
ロ
ー
ニ
ァ
の
歴
史
を
顧
み
て
思
う
」、『
國
學
院
大
學

日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
四
二
輯
、昭
和
五
三
年
九
月
、一
六
三

－

一
八
八
頁
。
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
大
学
に
較
べ
て
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
日

本
の
大
学
史
専
門
研
究
者
の
間
で
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
研
究
が
進
む
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

９　

 

邦
訳
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』、
四
三
三
頁
。
伊
訳
、p.339.

10　

 

エ
ド
ガ
ー
・
ウ
ィ
ン
ト
『
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
解
読
』
森
田
義
之
・
甲
斐
教
之
訳
、
中
央
公

論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。

11　

 

根
占
献
一
「
天
正
遣
欧
使
節
が
出
会
っ
た
人
、
出
会
わ
な
か
っ
た
人
―
―
細
川
ガ
ラ
シ
ャ

と
同
時
代
を
生
き
た
イ
タ
リ
ア
女
性
た
ち
を
中
心
に
」、『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
』
第
二

〇
号
、
二
〇
一
八
年
、
七
九

－

九
三
頁
、
特
に
八
九
頁
。

12　

 

邦
訳
、
二
四
一
頁
。
伊
訳
、p.208.

『
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
博
物
誌
』
第
３
巻
、
中
野
定
男
・

中
野
里
美
・
中
野
美
代
訳
、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
一
年
第
六
版
、
一
四
二
二
頁
下
段
。

13　

 

邦
訳
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
は
「
原
マ
ル
チ
ノ
の
演
術
」
が
含
ま
れ
る
。
六
九
九

－

七

一
二
、
特
に
六
九
九
頁
。
ま
た
伊
訳
版
に
もdocum

ento 2 

と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
。

pp.537-543, in particolare p.537. 

小
川
正
廣
訳
「
セ
ネ
カ　

恩
恵
に
つ
い
て
」、『
セ
ネ

カ
哲
学
全
集
』
２
、
倫
理
論
集
Ⅱ
、
岩
波
書
店
、
二
○
○
六
年
、
一
七
三
頁
以
下
。

14　
 

ク
ラ
ウ
ス
・
ル
ー
メ
ル
『
自
由
教
育
思
想
の
系
譜
―
―
プ
ラ
ト
ン
か
ら
モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ

ま
で
』
南
窓
社
、
一
九
七
六
年
、
特
に
第
七
章
。
イ
エ
ズ
ス
会
教
育
史
使
徒
職
国
際
委
員

会
編
『
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
育
の
特
徴
』
高
祖
敏
明
訳
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
、
一
九
八
八
年
。

15　

 

邦
訳
、
二
二
九
頁
。
伊
訳
、p.201.

16　

  『
イ
タ
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
と
ア
ジ
ア
日
本
―
―
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主

義
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
七
年
、
一
七
頁
。

17　

 

根
占
「
天
正
遣
欧
使
節
が
出
会
っ
た
人
、
出
会
わ
な
か
っ
た
人
」、
八
九
頁
。

18　

 

邦
訳
、
四
九
〇
頁
。
伊
訳
、p.379.
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ル
ネ
サ
ン
ス
を
旅
す
る
日
本
の
若
者
た
ち
―
―
『
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
見
る
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー

19　
 

邦
訳
、
三
一
七
頁
。
伊
訳
、p.256.

20　
  『

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
コ
レ
ジ
ョ
の
講
義
要
綱
』
尾
原
悟
編
著
、
全
三
巻
、
一
九
九
七

－

一

九
九
九
年
、
教
文
館
。
平
岡
隆
二
『
南
蛮
系
宇
宙
論
の
原
典
的
研
究
』
花
書
院
、
二
〇
一

三
年
。

21　

 

根
占
献
一
『
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
人
の
世
界
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
九
年
、
第
一
章
、
参
照
。

22　

 D
. C. 

リ
ン
ト
バ
ー
ク
、R. L. 

ナ
ン
バ
ー
ズ
編
『
神
と
自
然
―
―
歴
史
に
お
け
る
科
学
と

宗
教
』
渡
辺
正
雄
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年
。
数
多
く
の
論
文
か
ら
成
る
本
書

は
こ
の
節
を
書
く
う
え
で
有
意
義
で
あ
っ
た
。

23　

 

邦
訳
、
四
七
六
頁
。
伊
訳
、p.366. 

イ
タ
リ
ア
語
版
で
は
同
頁
の
注644

で
ナ
ポ
リ
訪
問

が
取
り
や
め
に
な
っ
た
社
会
背
景
を
指
摘
し
て
い
る
。

24　

  「
帝
国
」
初
期
の
歴
史
を
視
覚
的
に
知
る
う
え
で
興
味
深
い
論
文
に
、Carla Rahn 

Phillips, V
isualizing Im

perium
: T

he V
irgin of the Seafarers and Spain’s Self-

Im
age in the Early Sixteenth Century, in R

enaissance Q
uarterly 58 (2005): 

pp. 815-856. 

宮
崎
和
夫
「
ス
ペ
イ
ン
帝
国
の
成
立
と
ロ
ー
マ
帝
国
」、
歴
史
学
研
究
会
編

『
幻
影
の
ロ
ー
マ
―
―
〈
伝
統
〉
の
継
承
と
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
』
青
木
書
店
、二
〇
〇
六
年
、

三
四
三
―
三
七
五
頁
。

25　

 A
driana Boscaro, Sixteenth Century E

uropean Printed W
orks on the First 

Japanese M
ission to E

urope. A
 D

escriptive Bibliography, Leiden, 1973.

追
記
。 

二
〇
二
〇
年
二
月
一
〇
日
の
西
日
本
新
聞
社
会
面
（
電
子
版
）
に
よ
る
と
、「
天
草
コ
レ

ジ
オ
」
が
天
草
市
河
浦
町
に
あ
っ
た
と
す
る
文
書
が
確
認
さ
れ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
中
で
同
コ
レ
ジ
オ
が
「
最
高
学
府
」
と
新
聞
で
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は

拙
論
で
用
い
た
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
制
度
に
こ
れ
を
用
い
る
の
は
不
適
切
で
あ
ろ

う
。

（
本
学
教
授
）
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