
第
三
章 

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
織
田
信
長
朱
印
状 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

永
禄
一
二
年
、
織
田
信
長
が
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
朱
印
状
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ

イ
ス
の
書
翰
か
ら
読
み
と
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
村
上
直
次
郎
氏
が
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集
を
翻
訳
し

た
こ
と
に
よ
り(

1
)

、
早
く
か
ら
日
本
史
研
究
者
の
間
で
知
ら
れ
て
い
る
。
織
田
信
長
文
書
を
蒐
集
分
析
し
た

奥
野
高
広
氏
も
、
著
書
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究
』
に
お
い
て
、
信
長
文
書
の
一
つ
と
し
て
収
録
し
て
お

り(
2
)

、
信
長
が
宣
教
師
に
朱
印
状
を
与
え
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
異
論
の
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
朱
印
状
自
体
の
分
析
は
こ
れ
ま
で
厳
密
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
な
く(

3
)

、
朱
印
状
の
性
格

に
つ
い
て
も
布
教
許
可
状
や
居
住
許
可
状
な
ど
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
統
一
し
た
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
史
料
引
用
に
つ
い
て
も
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
フ
ロ
イ
ス
書
翰
か

ら
で
は
な
く
、
「
日
本
史
」
か
ら
こ
の
朱
印
状
を
引
用
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
根
拠
も
明
確
に

な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
日
本
史
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
村
上
直
次
郎
氏
に
よ
る
や
や
古
め

い
た
訳
文
よ
り
も
、
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
両
氏
翻
訳
の
『
日
本
史
』(

4
)

の
方
が
内
容
が
平
易
で
あ
る
点
、

「
日
本
史
」
で
は
実
際
の
朱
印
状
の
体
裁
が
窺
え
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集
の
新
訳(

5
)

が
出
さ
れ
て
い
る
現
在
、
そ
れ
は

当
て
は
ま
ら
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
「
日
本
史
」
に
は
書
翰
で
書
か
れ
て
い
な
い
記
載
も
あ

る
が
、
そ
の
逆
も
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
日
本
史
」
が
書
翰
よ
り
も
良
質
で
あ
る

と
い
う
明
確
な
根
拠
は
見
あ
た
ら
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
書
翰
と
「
日
本
史
」
を
比
較
分
析
し
て
、
朱
印
状
の
内
容
的
検
討
を
行
う
こ
と
と

し
、
あ
わ
せ
て
同
朱
印
状
の
性
格
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。 

   
 
 
 

一 

朱
印
状
が
出
さ
れ
た
経
緯 

  

宣
教
師
宛
信
長
朱
印
状
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
の
朱
印
状
が
出
さ
れ
た
経
緯
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

イ
エ
ズ
ス
会
の
畿
内
で
の
布
教
活
動
は
、
宣
教
師
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
が
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）

に
将
軍
足
利
義
輝
か
ら
禁
制
を
得
た
こ
と
に
よ
り
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
永
禄
八
年
三
好
義

重
（
義
継
）
・
松
永
久
秀
等
の
足
利
義
輝
殺
害
に
よ
っ
て
禁
制
が
事
実
上
無
効
と
な
り
、
さ
ら
に
は
伴
天

連
追
放
の
女
房
奉
書
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
京
都
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

た
。
堺
に
避
難
し
て
い
た(
6
)

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
次
の
将
軍
義
栄
擁
立
に
尽
力
し
た
篠
原
長
房
に
京
都

復
帰
を
求
め
て
い
た
が
な
か
な
か
進
展
せ
ず
、
織
田
信
長
が
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
し
た
こ
と
に
よ
り
、

信
長
に
京
都
復
帰
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

永
禄
一
二
年
に
入
り
、
信
長
家
臣
と
公
方
衆
が
堺
接
収
の
た
め
に
や
っ
て
来
る
と
、
フ
ロ
イ
ス
は
佐
久

間
信
盛
と
和
田
惟
政
を
訪
問
し
、
京
都
復
帰
の
可
能
性
を
探
っ
た(

7
)

。
両
者
と
も
宣
教
師
に
好
意
的
で(

8
)

、

と
り
わ
け
和
田
惟
政
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
た
高
山
飛
騨
守
・
右
近
父
子
の
影
響
も
あ
っ
て
、
宣
教
師
の

京
都
復
帰
に
尽
力
し
、
さ
ら
に
は
信
長
に
謁
見
で
き
る
よ
う
に
も
執
り
成
し
て
い
る(

9
)

。
こ
う
し
た
惟
政
の



援
助
に
よ
っ
て
、
京
都
復
帰
お
よ
び
信
長
謁
見
が
実
現
し
た(

1
0
)

。
信
長
へ
の
謁
見
で
、
フ
ロ
イ
ス
は
仏
教
徒

と
の
宗
論
や
布
教
許
可
の
朱
印
状
を
求
め
た
こ
と
が
書
翰
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
後
日
両
方
と
も
実

現
す
る
こ
と
と
な
る(

1
1
)

。 
 

こ
の
時
フ
ロ
イ
ス
が
信
長
か
ら
朱
印
状
を
求
め
た
理
由
と
し
て
、
次
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
先
の
足
利
義
輝
の
禁
制
が
彼
の
死
に
よ
っ
て
無
効
と
な
り
、
さ
ら
に
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書

が
出
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
京
都
復
帰
を
果
た
す
に
は
、
実
力
者
で
あ
る
信
長
の
後
ろ
盾
が
必
要
で
あ
っ

た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
時
期
寺
社
等
に
頻
繁
に
発
給
さ
れ
た
信
長
文
書
に
、
宣
教
師
が
敏
感
に
反

応
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
周
知
の
こ
と
と
思
う
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
今
ま
で
論
じ

ら
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
も
う
少
し
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
フ
ロ
イ
ス
書
翰
に
よ
れ
ば
、
彼
は
朱

印
状
を
求
め
る
際
に
こ
の
よ
う
に
話
し
た
と
言
う
。 

 

【
史
料
１
】 

 

さ
ら
に
私
（
フ
ロ
イ
ス
）
は
、
都
に
自
由
に
滞
在
で
き
る
た
め
の
制
札
（xeisat

）
す
な
わ
ち
許
可

状
で
あ
る
彼
（
信
長
）
の
御
朱
印
（goxum

）
［
す
な
わ
ち
、
許
可
状
］
を
私
に
与
え
る
よ
う
求
め
ま

し
た
。
こ
れ
は
私
が
求
め
う
る
最
大
の
恩
恵
で
あ
り
、
こ
の
好
意
に
よ
っ
て
彼
の
高
貴
と
偉
大
さ
の

評
判
が
、
南
蛮
（N

ãbão

）
［
イ
ン
ド
］
や
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
）
キ
リ
ス
ト
教
界
の
よ
う
な
未
だ
彼
の

こ
と
を
知
ら
な
い
国
々
に
も
い
っ
そ
う
広
ま
る
で
し
ょ
う
と
恩
恵
を
求
め
ま
し
た
。 

Pedi lhe m
ais m

e fizesse m
erce de m

e querer m
andar dar o seu goxum

 [i o placet provisã
o] que he hum

 xeisat ou patente per poder estar livrem
ente no M

eaco, por esta ser a m
aio

r m
erce que eu lhe podia pedir, pois com

 estes favores m
uito m

ais se podia am
pliar a fam

a de sua nobreza, &
 m

agnificencia ainda com
 as nações que deles não tinhão noticia, com

o era na N
ãbão [India] e C

hristandade
(
12
) 

  

こ
の
フ
ロ
イ
ス
書
翰
の
日
付
が
六
月
一
日
（
和
暦
五
月
一
七
日
）
で
あ
る
か
ら
、
フ
ロ
イ
ス
は
こ
の
時

点
で
既
に
信
長
の
朱
印
状
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
頃
、
現
存
す
る
信
長
文
書
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
信
長
上
洛
後
寺
社
な
ど
が
我
先
に
と
信
長
か
ら
の
朱
印
状
を
求
め
て
い
た
。
イ
エ
ズ
ス

会
宣
教
師
が
こ
う
し
た
寺
社
の
動
向
を
看
取
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
京
都
復
帰
を
果

た
し
た
フ
ロ
イ
ス
が
、
次
期
将
軍
の
足
利
義
昭
を
擁
し
て
上
洛
し
た
織
田
信
長
の
実
力
に
縋
ろ
う
と
し
た

の
は
、
ご
く
自
然
な
行
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
朱
印
状
と
い
う
も
の
が
、
畿
内
布

教
に
お
い
て
効
力
を
発
揮
す
る
と
考
え
た
の
も
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
次
の
フ
ロ
イ

ス
の
記
述
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

【
史
料
２
】 

 

こ
れ
ら
の
訪
問
（
フ
ロ
イ
ス
の
信
長
訪
問
）
は
我
ら
が
都
に
根
を
は
る
端
緒
で
し
た
が
、
い
っ
そ

う
主
に
し
て
確
実
な
の
は
（
御
朱
印
（G

oxum

）
と
称
す
る
）
赤
い
印
の
あ
る
信
長
の
許
可
状
（pat

ente

）
で
あ
り
、
公
方
様
の
御
宣
旨
（guogensi

）
［
命
令
書
（M

ãdado

）
］
で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち

は
と
り
わ
け
信
長
の
許
可
状
を
求
め
、
和
田
殿
（V

atadono

）
が
そ
の
交
渉
を
引
き
受
け
ま
し
た 

feitas estas visitações que erão principio de nosso assento no M
eaco polla principal, &

 m
ai

s solida cousa ser a patente do selo verm
elho (que se cham

a goxum
) de N

obunãga, &
 a p

atente, ou guogensi [M
ãdado] do C

ubocam
a m

axim
e na de N

obunãga faziam
os m

ais istanc



ia, da qual V
atadono tom

ou o assunto de m
a negociar

(
1
3
)

。 
  

【
史
料
２
】
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ス
は
将
軍
足
利
義
昭
よ
り
も
織
田
信
長
の
方
を
頼
り
に
し

て
い
た
。
こ
の
時
期
、
寺
社
や
公
家
も
義
昭
だ
け
で
な
く
信
長
の
禁
制
も
求
め
て
い
た
こ
と
は
、
実
質
的

な
権
力
者
は
将
軍
義
昭
で
は
な
く
、
信
長
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
フ
ロ

イ
ス
の
記
述
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
宣
教
師
は
足
利
義
輝

殺
害
の
時
京
都
に
滞
在
し
て
お
り
、
将
軍
権
力
の
弱
体
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
。
将
軍
義
栄
に
至

っ
て
は
入
京
す
ら
果
た
し
得
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
義
昭
も
織
田
信
長
の
援
助
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
上
洛
を

果
た
せ
た
こ
と
は
、
宣
教
師
の
目
か
ら
見
て
も
容
易
に
想
像
が
つ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
宣
教

師
の
書
翰
が
義
昭
よ
り
も
信
長
に
関
す
る
事
柄
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
読
み
と
れ
る
。

従
っ
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
行
動
と
い
う
の
は
、
異
国
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
特
異
な
行
動
を
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
在
京
の
者
達
と
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
信
長
朱
印
状
を
考
え
る
上
で
、
次
の
点
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
宣
教
師

は
義
輝
殺
害
に
よ
っ
て
無
効
に
な
っ
た
禁
制
に
相
当
す
る
も
の
を
得
た
か
っ
た
と
い
う
点
。
そ
の
た
め
、

足
利
義
輝
の
禁
制
と
信
長
朱
印
状
は
関
連
性
が
あ
る
こ
と(

1
4
)

。
も
う
一
つ
は
、
朱
印
状
は
他
の
公
家
や
寺
社

同
様
、
宣
教
師
の
要
請
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
こ
と
。
よ
っ
て
、
宣
教
師
宛
の
信
長
朱
印
状
も
他
の
信
長
朱

印
状
と
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
で(

1
5
)

、
信
長
が
特
別
キ
リ
ス
ト
教
を
優
遇
し
た
な
ど
と
捉
え
る
要
素
は
ま
っ

た
く
な
い
の
で
あ
る
。 

   
 
 

二 

信
長
文
書
の
復
元
的
考
察 

  

現
在
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
織
田
信
長
朱
印
状
の
体
裁
が
確
認
で
き
る
史
料
は
、
先
に
挙
げ
た
フ
ロ
イ

ス
書
翰
と
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
訳
さ
れ
た
も
の
し

か
な
く
、
邦
文
の
も
の
は
現
存
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
文
か
ら
同
朱
印
状
の
内
容
を
分

析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

最
近
の
傾
向
と
し
て
、
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
に
書
か
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る

が
、
史
料
価
値
か
ら
言
え
ば
、
朱
印
状
が
出
さ
れ
た
時
点
で
書
か
れ
た
フ
ロ
イ
ス
書
翰
の
方
を
重
視
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
書
翰
に
書
か
れ
た
朱
印
状
を
引
用
し
、
「
日
本
史
」
と
も
比
較
し
な
が

ら
同
朱
印
状
の
復
元
的
考
察
を
行
う
。 

 

そ
の
書
翰
と
は
、
一
五
六
九
年
六
月
一
日
付
ベ
ル
シ
ョ
ー
ル
・
デ
・
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
宛
ル
イ
ス
・
フ
ロ

イ
ス
書
翰
の
こ
と
で
、
同
書
翰
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集
の
他
に
、
リ
ス
ボ
ア

国
立
図
書
館
所
蔵
書
翰
の
二
種
類
が
現
存
す
る
。
と
も
に
原
文
書
で
は
な
い
が
、
第
一
部
第
一
章
で
述
べ

た
よ
う
に
、
後
者
の
方
が
原
文
書
の
体
裁
に
近
い
の
で
、
後
者
を
底
本
と
し
て
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。 

 

【
史
料
３
】
フ
ロ
イ
ス
書
翰 

予
［
信
長
］
は
司
祭
に
対
し
て
都
に
滞
在
す
る
許
可
を
与
え
る
。
司
祭
の
家
は
宿
舎
と
し
て
取
ら
れ

ず
、
町
の
務
め
や
義
務
を
課
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
予
が
そ
の
全
て
を
免
除
す
る
か
ら

で
あ
り
、
義
務
を
課
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
予
の
領
国
内
の
何
処
で
あ
っ
て
も
、
司
祭
が
滞
在
を
望

む
所
で
は
、
い
か
な
る
妨
害
も
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
道
理
な
く
害
を
加
え
る
者
が
あ
れ
ば
、



非
常
に
周
到
な
る
裁
き
を
行
な
い
、
［
司
祭
を
苦
し
め
る
者
を
］
罰
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
許
可

状
の
下
方
に
、
真
実
の
教
え
と
称
す
る
礼
拝
堂
に
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
宗
団
の
司
祭
へ
（
と
あ
る
）
。 

 
D

ou licença ao padre pera estar no M
iaco, &

 não lhe sera tom
ada sua casa daposentadu

ria, nem
 m

enos tera os officios, &
 obrigacões da R

ua, porque de tudo o ey por exem
ido[C

I,Evora: isento], &
 desobrigado, &

 em
 qualquer de m

eus reinos que quizer estar não receb
era nenhum

a m
olestia, &

 se pola ventura ouver alguem
[C

I,Evora: algun] que lhe faca algu
m

a sem
 rezão m

uito m
eudam

ante lhe farei iustica, &
 darei o castigo [C

I,Evora: + ao que 
o agravar] em

 baixo na patente, Pera o padre da C
hristandade, na irm

ida que se cham
a a 

verdadeira doctrina.
(1
6
) 

  

続
い
て
、
「
日
本
史
」
収
載
の
信
長
朱
印
状
を
引
用
し
よ
う
。 

 

【
史
料
４
】
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」 

   

御
朱
印
す
な
わ
ち
信
長
の
許
可
状 

 

司
祭
が
都
に
居
住
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
の
領
民
が
義
務
と
し
て
行
な
う
べ
き
全
て
の
こ
と

を
免
除
す
る
。
我
が
領
国
の
何
処
で
あ
れ
、
そ
の
望
む
所
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
こ
れ
に
つ

い
て
妨
害
を
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
不
法
に
彼
を
苦
し
め
る
者
あ
ら
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
断
乎

処
罰
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

永
禄
と
い
う
（
年
の
）
十
二
年
四
月
八
日
、
認
む
。 

そ
の
下
に
は
、
「
真
の
教
え
の
道
と
称
す
る
礼
拝
堂
に
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
の
伴
天
連
宛
」
と
あ

っ
た
。 

 
G

oxuin, id est, patente de N
obunanga 

 
A

cerca de o Padre rezidir no M
iaco, digo que o hei por exim

ido e desobrigado de todas
 as couzas que os outros naturaes fazem

 por suas obrigações, e que em
 qualquer de m

eos 
reinos que elle quizer estar o faça e por isso não será m

olestado; e se pela ventura houver
 algum

as pessoas que injustam
ente o agravarem

, m
uito clara e distintam

ente proverei sobre
 isso.  
 

Feita aos 8 dias da 4.ª lua aos doze annos da hera cham
ada Y

eyrocu                 
 

E em
 baxo dizia: Para o Padre da christandade em

 a herm
ida que se cham

a C
am

inho da
 V

erdadeira D
outrina.

(
1
7) 

  

両
史
料
は
ほ
ぼ
同
内
容
と
い
え
る
が
、
若
干
の
相
違
点
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
文
書
の
体
裁
と
内
容

の
双
方
か
ら
比
較
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
日
付
を
見
て
い
こ
う
。
日
付
は
「
日
本
史
」
に
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
「
永
禄
と
い
う
年
の

（annos da hera cham
ada Y

eyrocu

）
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
と
、A

bril

で
は
な
く4.ª lua

と
い
う
書
き

方
が
さ
れ
て
い
る
点(

1
8
)

か
ら
、
西
暦
で
は
な
く
和
暦
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
朱
印
状
は
永
禄
一
二
年
四
月
八
日

付
の
も
の
で
あ
る
。 

 

宛
所
は
書
翰
・
「
日
本
史
」
に
み
ら
れ
る
。
双
方
と
も
「
真
実
の
教
え
［
の
道
］
と
称
す
る
礼
拝
堂
に

い
る
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
の
司
祭
宛
（Pera o padre da C

hristandade, na irm
ida que se cham

a [C
am

in
ho] a verdadeira doctrina

）
」(

1
9
)

と
あ
る
。
前
半
部
分
が
書
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
、
後



半
の
「
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
司
祭
宛
」
と
い
う
箇
所
は
、
後
述
す
る
室
町
将
軍
足
利
義
輝
が
イ
エ
ズ
ス
会
宣

教
師
に
与
え
た
禁
制
の
宛
所
も
「
幾
利
紫
旦
国
僧
波
阿
伝
連
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
長
朱
印
状

の
原
文
書
に
も
同
様
の
文
言
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
お
そ
ら
くPadre

「
パ
ー
ド
レ
」
の
当
て

字
が
書
か
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
信
長
は
朱
印
状
を
特
定
の
宣
教
師
で
は
な
く
、

「
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
」
に
宛
て
た
の
で
あ
り
、
奥
野
高
広
氏
が
「
耶
蘇
会
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ

ス
宛
」
朱
印
状
と
し
た(

2
0
)

の
は
誤
り
で
あ
る
。 

 

続
い
て
内
容
に
入
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ス
書
翰
お
よ
び
「
日
本
史
」
か
ら
信
長
朱
印
状
の
内
容
を
読
み
取
っ

て
い
く
と
、
次
の
四
点
が
書
か
れ
て
い
る
。 

 

①
宣
教
師
の
都
滞
在
の
許
可
…
書
翰
・
「
日
本
史
」 

 

②
「
司
祭
の
家
」
は
宿
舎
と
し
て
取
ら
れ
な
い
…
書
翰
の
み 

 

③
町
の
務
め
と
義
務
の
免
除
…
書
翰
・
「
日
本
史
」 

 

④
他
者
の
妨
害
か
ら
の
保
護
…
書
翰
・
「
日
本
史
」 

「
日
本
史
」
に
は
②
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
文
言
こ
そ
違
う
も
の
の
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。

で
は
、
信
長
文
書
に
②
が
記
さ
れ
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
が
、
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
を
見
て
い
く
と
、

足
利
義
昭
が
宣
教
師
に
与
え
た
「
制
札
」
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
４
】 

 

公
方
様
の
制
札
（X

eisat do C
ubosam

a

） 

伴
天
連
が
、
そ
の
都
の
住
居
、
ま
た
は
彼
が
居
住
す
る
こ
と
を
欲
す
る
他
の
い
ず
れ
か
の
諸
国
、
も

し
く
は
場
所
で
は
、
予
が
他
の
者
が
負
っ
て
い
る
全
て
の
義
務
、
お
よ
び
（
兵
士
の
）
宿
舎
と
す
る

こ
と
か
ら
彼
を
免
除
す
る
。
も
し
彼
を
苦
し
め
よ
う
と
す
る
悪
人
が
あ
れ
ば
、
そ
の
行
い
に
対
し
て

処
罰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

永
禄
と
い
う
（
年
の
）
十
二
年
四
月
十
五
日
認
む(

2
1)

。 
X

eisat do C
ubosam

a 
A

cerca do Padre rezidir no M
iaco ou em

 qualquer reino e logar onde quizer habitar, o hei
 por exim

ido de todas as obrigações e apouzentadarias a que os outros são obrigados, e se
 pela ventura houver algum

as pessoas danadas que o quizerem
 avexar, receberão o castigo 

do pecado que nisso fizerem
. 

 
Feita aos 15 dias aos da 4.ª lua aos doze annos da hera cham

ada Y
eyrocu.

(2
2
) 

  

【
史
料
４
】
を
見
る
と
、
先
の
信
長
朱
印
状
に
あ
っ
た
②
③
④
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
フ
ロ
イ
ス

書
翰
の
方
に
は
、
義
昭
の
「
制
札
」
は
「
信
長
の
も
の
と
意
味
と
文
言
に
お
い
て
相
違
は
な
い
（a patent

e do C
ubuçam

a, que quasi nada discrepa no sentido, &
 palavras da de N

obunanga

）
」(2

3
)

と
あ
る

こ
と
か
ら
、
信
長
朱
印
状
に
も
②
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。 

 

で
は
、
邦
文
で
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
残
念
な
が
ら
邦
文

の
同
朱
印
状
は
現
存
し
な
い
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
足
利
義
輝
禁
制
か
ら
お
お
よ
そ
の
文
言
を
推
測 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
義
輝
の
禁
制
を
引
用
し
よ
う
。 

 

【
史
料
５
】(

2
4) 

 
 
 

禁
制 



 
 

 
 

幾
利
紫
旦
国 

 
 
 
 
 

僧
波
阿
伝
連 

 
一
、
甲
乙
人
等
乱
入
狼
藉
事
、 

 

一
、
寄
宿
事
、
付
悪
口
事
、 

 

一
、
相
懸
非
分
課
役
事
、 

 
 

右
条
々
、
堅
被
停
止
訖
、

［

有

脱

カ

］

若
違
犯
輩
者
、
速
可
被
処
罪
科
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
下
知
如
件 

、 
 
 

 
 

永
禄
三
年
（
二
月
二
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
［
治
部
藤
通
］

衛
門
尉
藤
原 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対
［
松
田
盛
秀
］

馬
守
平
朝
臣 

  

こ
の
文
書
を
見
る
と
、
信
長
文
書
と
内
容
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
信
長
文
書
の
②
は
「
寄

宿
事
」
、
③
は
「
相
懸
非
分
課
役
事
」
、
④
は
「
甲
乙
人
等
乱
入
狼
藉
事
」
に
該
当
す
る
。
義
輝
禁
制
の

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
文
を
見
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
②
「
（
司
祭
）
の
住
居
を
兵
士
た
ち
が
宿
舎
と
し
て
徴
発
し

て
は
な
ら
ぬ
こ
と
（que a caza onde elle estivesse não podesse pelos soldados ser tom

ada d'apou
zentadaria

）
」
、
③
「
（
公
方
様
）
が
、
（
司
祭
）
に
賦
課
と
か
見
張
番
、
そ
の
他
の
義
務
を
免
除
す
る

こ
と
（que o desobrigasse de correr com

 as im
pozissões, vigias e outras m

uitas obrigações

）
」
、

④
「
何
ぴ
と
も
伴
天
連
を
非
難
し
た
り
虐
待
し
て
は
な
ら
な
い
（que não fizessem

 descortezias e m
ao 

tratam
ento ao Padre

）
」
と
あ
り(

2
5
)

、
義
輝
の
禁
制
、
義
昭
の
制
札
、
信
長
の
朱
印
状
は
同
内
容
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
従
っ
て
、
義
輝
の
禁
制
が
三
ヶ
条
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
長
の
朱
印
状

も
同
様
に
三
ヵ
条
で
あ
っ
た
と
の
推
測
が
成
り
立
つ
。 

 

で
は
、
信
長
文
書
①
の
部
分
、
宣
教
師
の
都
滞
在
の
許
可
に
関
す
る
文
言
は
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
書
翰
・
「
日
本
史
」
と
も
に
朱
印
状
に
書
い
て
あ
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
義
輝
禁
制
・

義
昭
制
札
に
そ
う
し
た
文
言
が
な
い
点
と
、
書
翰
・
「
日
本
史
」
と
も
に
フ
ロ
イ
ス
自
身
が
注
釈
を
加
え

な
が
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
文
に
訳
し
て
い
る
点
か
ら
、
①
に
当
た
る
文
言
は
原
文
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
る

方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
フ
ロ
イ
ス
が
信
長
と
対
面
し
た
際
、
信
長
が
こ
の
よ
う
に
発
言
し
た
可
能
性

は
十
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
後
述
す
る
よ
う
に
都
の
滞
在
許
可
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

る
。 

 

最
後
に
、
「
も
し
道
理
な
く
害
を
加
え
る
者
が
あ
れ
ば
、
非
常
に
周
到
な
る
裁
き
を
行
い
、
司
祭
を
苦

し
め
る
者
を
罰
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ス
自
身
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
す

る
際
に
補
っ
た
箇
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
文
言
は
禁
制
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
於
違
犯
之
輩
者
、

速
可
厳
科
者
也
」
と
い
っ
た
表
現
が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

ま
と
め
る
と
、
文
書
名
は
「
永
禄
一
二
年
四
月
八
日
付
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
織
田
信
長
朱
印
状
」

と
な
り
、
そ
の
内
容
は
、
寄
宿
の
禁
止
、
町
の
務
め
と
義
務
の
免
除
、
他
者
の
妨
害
か
ら
の
保
護
の
三
ヵ

条
か
ら
な
り
、
そ
の
違
反
者
は
厳
罰
に
処
す
と
い
う
、
こ
の
時
期
多
く
出
さ
れ
た
禁
制
と
同
じ
内
容
の
も

の
で
あ
っ
た
。 

   
 
 

三 

朱
印
状
の
性
格 

 



 
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
織
田
信
長
朱
印
状
の
復
元
的
考
察
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
本
節
で
は
同
朱

印
状
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

こ
の
朱
印
状
は
、
古
く
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
許
可
状
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る(

2
6
)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
村
井
早
苗
氏
は
布
教
許
可
状
と
す
る
こ
と
に
異
を
唱
え
、
居
住
許
可
の
朱
印
状
と
す
べ

き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る(

2
7)

。
布
教
許
可
か
、
そ
れ
と
も
居
住
許
可
で
あ
る
か
は
、
同
朱
印
状
の
性
格
を
考

え
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
村
井
氏
の
指
摘
以
降
、
特
に
詳
細
な
検
討
も
な
さ
れ
ず
、
無
批
判
に

い
ず
れ
か
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
観
が
否
め
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
は
、
宣
教
師
側
の

立
場
に
立
っ
た
信
長
朱
印
状
の
評
価
で
あ
っ
て
、
朱
印
状
自
体
の
様
式
な
ど
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
本
来
な
ら
ば
、
古
文
書
学
的
見
地
か
ら
は
何
に
該
当
す
る
の
か
と
い
う
点
と
、
ま
た
宣

教
師
た
ち
は
こ
れ
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
の
双
方
か
ら
、
同
朱
印
状
の
性
格
を
分
析
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
の
二
点
を
混
同
し
て
議
論
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
一
方
の
み
の
見

解
で
同
朱
印
状
を
評
価
す
る
の
は
、
論
外
と
い
う
ほ
か
な
い
。 

 

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
信
長
朱
印
状
を
古
文
書
学
的
見
地
か
ら
み
て
い
く
と
、
前
節
で
明
ら
か
に
し
て
き

た
よ
う
に
三
ヶ
条
か
ら
な
る
禁
制
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
内
容
も
邦
文
史
料
が
存

在
し
な
い
以
上
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
唯
一
邦
文
で
現
存
す
る
足
利
義
輝
禁
制
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
っ
た
と
み
て
良
い
こ
と
は
既
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
述
べ
れ
ば
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣

教
師
宛
の
足
利
義
昭
の
文
書
も
同
様
に
禁
制
で
あ
り
、
以
上
の
三
文
書
は
同
内
容
・
同
形
式
の
も
の
で
あ

っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
信
長
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
同
文
書
は
信
長
が
永
禄
一
一
・
一
二
年
に
畿
内
で
発
給
し
た
一
連

の
禁
制
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
文
書
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
の
禁

制
を
も
っ
て
、
信
長
が
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
エ
ズ
ス
会
を
特
別
優
遇
し
た
と
評
価
し
て
、
同
文
書
と
他
の
信

長
文
書
の
間
に
差
を
求
め
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
我
々
が
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
時

期
信
長
が
発
給
し
た
多
く
の
禁
制
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
宛
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
あ
ま
り
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、

外
国
人
の
宣
教
師
に
寺
社
と
同
様
の
禁
制
を
与
え
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
そ

し
て
、
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
や
は
り
信
長
は
キ
リ
ス
ト
教
を
優
遇
し
て
い
た
と
の
見
解
に
至
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
研
究
成
果
か
ら
み
て
も
、
積
極
的
に
キ
リ
ス
ト
教
布
教

に
協
力
し
た
大
村
純
忠
や
大
友
宗
麟
な
ど
と
は
違
い
、
信
長
は
宣
教
師
に
好
意
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宣
教
活
動
に
積
極
的
だ
っ
た
と
い
う
記
述
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
書
翰
に
す
ら
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
期
信
長

が
寺
社
宛
の
禁
制
も
多
数
発
給
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
特
別
な
計

ら
い
が
あ
っ
た
と
い
う
構
図
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
高
瀬
弘
一
郎
氏
は
先
の
足
利
義
輝
禁
制
に
対

し
て
、
幕
府
は
宣
教
師
を
特
別
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
に
数
あ
る
宗
教
に
も
う
一
つ
加
わ
っ

た
だ
け
と
の
評
価
を
し
て
い
る
が(

2
8
)

、
信
長
の
朱
印
状
に
対
し
て
も
氏
の
評
価
が
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。 

 

そ
も
そ
も
こ
の
禁
制
は
宣
教
師
側
か
ら
の
要
請
で
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
織

田
権
力
に
従
順
な
勢
力
（
こ
の
時
期
イ
エ
ズ
ス
会
が
畿
内
で
勢
力
を
張
っ
て
い
た
と
は
到
底
言
え
な
い
が
）

に
は
寛
容
な
態
度
を
示
す
と
い
う
、
信
長
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
信
長

の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
姿
勢
も
、
イ
エ
ズ
ス
会
が
織
田
権
力
に
反
抗
的
な
集
団
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

好
意
的
な
も
の
と
な
り
、
禁
制
が
発
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る(

2
9)

。
つ
ま
り
、
宣
教
師
に
朱
印
状
を
宛

て
た
信
長
の
意
図
は
、
宗
教
政
策
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
イ
エ
ズ
ス
会
に
限
ら
ず
織
田
権
力
に
従
順
な



勢
力
に
対
し
て
禁
制
を
与
え
、
一
定
の
保
護
を
行
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
キ
リ

ス
ト
教
を
特
別
視
す
る
信
長
の
姿
勢
は
な
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
肝
心
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
達
は
こ
の
朱
印
状
を
ど
う
理
解
し
た
の
か
。
す
で
に
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
で
は
同
朱
印
状
を
信
長
の
布
教
許
可
状
あ
る
い
は
居
住
許
可
状
と
評

価
し
て
き
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
書
翰
を
読
ん
で
い
く
と
、
確
か
に
戦
国
領
主
か
ら
こ
う
い
っ
た
文

書
を
手
に
入
れ
る
と
、
宣
教
師
達
は
あ
る
時
に
は
布
教
を
認
め
る
許
可
状
で
あ
る
と
言
い
、
ま
た
あ
る
時

に
は
領
内
の
滞
在
を
認
め
る
許
可
状
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る(

3
0
)

。
つ
ま
り
、
将
軍
や
大
名
等
が
与
え
た
文

書
に
は
、
居
住
許
可
状
と
布
教
許
可
状
の
二
種
類
の
文
書
が
あ
る
と
宣
教
師
は
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。 

 

で
は
、
信
長
の
朱
印
状
を
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
ど
う
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ロ
イ
ス
の
書

翰
を
見
る
と
、
信
長
の
朱
印
状
を
「
許
可
状
（patente

）
」
と
書
き
記
し
て
お
り
（
【
史
料
２
】
参
照
）
、

そ
の
許
可
の
内
容
は
、
【
史
料
３
】
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
都
滞
在
の
た
め
の
（pera est

ar no M
iaco

）
」
許
可
で
あ
っ
た
と
す
る
。estar
は
「
滞
在
す
る
」
と
訳
せ
る
語
句
で
あ
る
の
で
、
フ
ロ

イ
ス
は
宣
教
師
宛
信
長
朱
印
状
を
都
で
の
「
滞
在
す
る
た
め
の
」
「
許
可
状
」
、
す
な
わ
ち
「
滞
在
許
可

状
」
あ
る
い
は
「
居
住
許
可
状
」
で
あ
っ
た
と
理
解
し
、
同
僚
に
伝
達
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
布
教

許
可
状
か
居
住
許
可
状
か
と
い
う
議
論
は
、
村
井
早
苗
氏
の
指
摘
通
り
、
後
者
が
正
し
い
こ
と
が
イ
エ
ズ

ス
会
書
翰
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
清
水
紘
一
氏
は
、
室
町
将
軍
は
京
都
居
住
認
可
権
を
保
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は

佐
藤
進
一
氏
の
明
ら
か
に
し
た
幕
府
の
京
都
市
政
権
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
幕
府
は

一
五
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
王
朝
・
本
所
の
旧
勢
力
か
ら
刑
事
・
民
事
の
裁
判
権
や
土
地
所
有
権
・
商
業
課

税
権
を
勝
ち
取
り
、
そ
の
正
当
性
を
王
朝
勢
力
に
承
認
さ
せ
て
い
た
と
す
る(

3
1
)

。
清
水
氏
も
織
田
信
長
朱
印

状
と
足
利
義
昭
「
制
札
」
を
京
都
居
住
許
可
状
と
し
て
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
権
限

を
室
町
将
軍
が
有
し
て
い
る
と
す
る
点
で
村
井
氏
の
見
解
か
ら
一
歩
論
を
進
め
て
い
る
。 

 

フ
ロ
イ
ス
書
翰
を
見
る
と
、
以
下
引
用
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
京
都
に
滞
在
さ
せ
た
り
、
追
放
さ
せ
た

り
す
る
こ
と
は
将
軍
の
権
限
で
あ
る
こ
と
を
、
足
利
義
昭
が
フ
ロ
イ
ス
に
伝
え
た
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
６
】 

［
以
下
、
義
昭
の
発
言
部
分
］
「
内
裏
に
伝
え
よ
。
誰
か
を
（
都
に
）
入
ら
せ
る
か
、
あ
る
い
は
追

放
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
陛
下
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
れ
は
予
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
予
は
伴
天

連
に
対
し
て
、
都
の
み
な
ら
ず
、
日
本
諸
国
の
何
処
で
あ
っ
て
も
、
望
む
所
に
滞
在
で
き
る
許
可
状

を
与
え
て
い
る
。
彼
を
追
放
す
る
理
由
が
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
に
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
に
加
え
て
、
伴
天
連
は
同
じ
く
自
由
を
与
え
る
信
長
の
許
可
状
も
得
て
い
る
」(

3
2
) 

dizei ao D
airi, que de sua M

agestade não he adm
itir, ou lancar a ninguem

 fora, antes isto 
toca a m

im
. Eu tenho dado patente ao padre pera não som

ente estar no M
eaco, m

as [tam
b

em
] em

 qualquer parte dos R
einos de Iapão que elle quiser, &

 por não aver causa de o de
itar fora, o não determ

ino de fazer, aiuntando se tam
bem

 a isto ter o padre tam
bem

 patent
e de N

obunanga, em
 que lhe da as m

esm
as liberdades

(
3
3
) 

  

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
節
を
も
っ
て
将
軍
に
京
都
居
住
認
可
権
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は
少
し
難
が
あ

る
。
こ
の
一
節
は
足
利
義
昭
の
会
話
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
会
話
で
は
時
に
し
て
誇
張
し
て



話
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
よ
く
言
わ
れ
る
フ
ロ
イ
ス
の
誇
張
癖
と
い
う
よ
り
は
、
誰
に
で
も
あ
り

得
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
も
義
昭
と
フ
ロ
イ
ス
が
オ
ー
バ
ー
に
表
現
し
た
可
能
性
が
充
分
考
え
ら
れ

る
。
氏
は
必
ず
し
も
こ
の
一
節
を
も
っ
て
将
軍
が
京
都
居
住
認
可
権
を
保
有
す
る
論
拠
と
明
示
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
部
分
を
根
拠
に
京
都
居
住
認
可
権
が
将
軍
に
あ
っ
た
と
す
る
の
は
不
十
分
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
邦
文
で
現
存
す
る
足
利
義
輝
の
禁
制
に
は
、
京
都
居
住
認
可
権
を
窺

わ
せ
る
文
言
は
な
く
、
義
輝
の
禁
制
と
類
似
す
る
織
田
信
長
朱
印
状
や
義
昭
の
「
制
札
」
に
京
都
居
住
認

可
権
を
示
す
文
言
が
書
か
れ
た
可
能
性
は
低
い
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
を
京
都
に
復
帰
さ
せ
、

そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
保
護
を
与
え
た
こ
と
は
朱
印
状
や
「
制
札
」
か
ら
も
読
み
と
れ
、
フ
ロ
イ
ス
が
京

都
に
居
住
し
、
布
教
に
対
す
る
障
害
が
な
く
な
っ
た
と
見
る
の
は
理
解
で
き
る
範
囲
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
も
っ
て
、
将
軍
に
京
都
居
住
認
可
権
が
あ
っ
た
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
フ
ロ
イ
ス
が
こ
の

朱
印
状
を
ど
う
理
解
し
た
と
し
て
も
、
文
書
自
体
は
禁
制
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
朱
印
状
や
「
制
札
」

に
対
す
る
フ
ロ
イ
ス
の
理
解
を
、
そ
の
ま
ま
歴
史
事
実
と
混
同
し
て
位
置
づ
け
た
観
が
否
め
な
い(

3
4
)

。 
 

そ
も
そ
も
、
信
長
や
義
昭
が
滞
在
を
許
可
し
た
地
域
が
実
は
不
明
確
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

フ
ロ
イ
ス
書
翰
で
は
朱
印
状
が
京
都
の
滞
在
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、

【
史
料
３
】
【
史
料
４
】
を
見
る
と
、
諸
役
免
除
の
対
象
が
信
長
の
領
国
内
な
ら
ば
宣
教
師
の
望
む
所
す

べ
て
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
フ
ロ
イ
ス
書
翰
の
後
半
部
分
の
記
述
を
見
る
と
、 

 

【
史
料
７
】 

［
日
乗
が
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
を
追
放
す
る
よ
う
信
長
に
求
め
た
こ
と
に
対
し
て
（
筆
者
注
）
］
信

長
は
笑
い
な
が
ら
、
「
予
は
汝
の
肝
が
こ
う
も
小
さ
い
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。
予
は
す
で
に
彼
（
宣

教
師
）
が
都
に
滞
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
何
処
の
国
に
も
自
由
に
赴
く
た
め
の
許
可
状
を
与
え
て
お

り
、
公
方
様
も
同
様
で
あ
る
の
で
、
彼
を
追
放
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
答
え
た(

3
5
)

。 
R

espondeo lhe N
obunanga rindosse espantom

e de vos terdes tão piqueno coração: não o e
y de deitar fora, porque lhe tenho ja dada patente m

inha, &
 o C

ubucam
a a sua, para não s

oom
ente estar no M

eaco, m
as em

 qualquer reyno que lhe vier a vontade.
(
3
6) 

  

と
あ
る
よ
う
に
、
信
長
朱
印
状
と
義
昭
制
札
は
京
都
の
み
な
ら
ず
、
領
国
の
全
て
の
領
地
に
対
し
て
滞

在
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
と
フ
ロ
イ
ス
は
記
し
て
い
る
。
前
掲
の
【
史
料
６
】
に
も
同
様
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
同
朱
印
状
の
効
力
が
及
ぶ
範
囲
が
京
都
に
限
定
し
た
も
の
と
断
定
で

き
ず
、
信
長
領
国
内
と
い
う
可
能
性
も
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
史
料
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
以
上
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
フ
ロ
イ
ス
自
身
の
勝
手
な
解
釈
と
い
う
可
能
性
が
残
る
以

上
、
厳
密
に
は
同
朱
印
状
を
京．
都．
滞
在
許
可
状
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い(

3
7)

。 
 

と
も
あ
れ
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
と
っ
て
の
信
長
朱
印
状
は
、
彼
ら
が
京
都
で
の
宣
教
活
動
を
す
る
際

に
、
そ
の
地
域
の
実
質
的
な
支
配
者
信
長
が
宣
教
師
の
滞
在
を
許
可
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
の
妨
害
を
受

け
な
い
こ
と
を
保
証
し
た
滞
在
許
可
状
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
足
利
義
輝
殺
害
以
降
、
堺
に
逃
れ
、

京
都
復
帰
を
願
い
な
が
ら
、
よ
う
や
く
実
現
し
た
フ
ロ
イ
ス
か
ら
み
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
こ
の
時
期
多

数
発
給
さ
れ
た
信
長
の
禁
制
の
一
つ
で
あ
っ
て
も
、
京
都
滞
在
を
保
証
さ
れ
た
許
可
状
で
あ
る
と
認
識
し

た
の
は
ご
く
自
然
な
理
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
朱
印
状
を
発
給
し
た
信
長
と
受
給
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
側
で
は
、
同
一
文
書
に

対
す
る
理
解
に
差
異
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ま
で
双
方
の
理
解
を
踏
ま
え
ず
、
た
だ
居
住
許
可
状



で
あ
る
と
か
布
教
許
可
状
で
あ
る
と
伝
達
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
同
朱
印
状
は
こ
れ
ま
で
の
古
文
書
に

は
み
ら
れ
な
い
特
殊
な
文
書
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
朱
印
状
の

実
態
は
古
文
書
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
禁
制
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
滞
在
許
可
状
で
あ
る
と
い
う
の
は
あ
く

ま
で
宣
教
師
側
の
理
解
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
我
々
は
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
信
長
朱
印
状
を
扱
う
必
要
が
あ
る
。 

   
 
 

お
わ
り
に 

  

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
宛
て
た
織
田
信
長
朱
印
状
に
つ
い
て
、
史
料
的
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
本
章

の
結
論
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

こ
の
信
長
朱
印
状
自
体
は
早
い
段
階
か
ら
紹
介
さ
れ
、
そ
の
存
在
自
体
は
研
究
者
の
間
で
認
め
ら
れ
て

き
た
が
、
本
章
の
分
析
の
結
果
い
く
つ
か
の
点
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
つ
は
信
長
朱
印
状
の

文
書
名
で
あ
る
。
同
朱
印
状
は
信
長
が
フ
ロ
イ
ス
に
渡
し
た
こ
と
か
ら
、
従
来
フ
ロ
イ
ス
宛
信
長
朱
印
状

と
称
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
宣
教
師
側
の
記
録
を
見
て
も
宛
所
に
個
人
名
が
書
か
れ
た
形
跡
は
な
く
、

ま
た
同
内
容
で
あ
る
足
利
義
輝
の
宣
教
師
宛
禁
制
に
も
個
人
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
単
に
イ

エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
に
宛
て
た
朱
印
状
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
文
書
名
は
「
永
禄
一
二
年
四
月
八
日
付
、
イ

エ
ズ
ス
会
宣
教
師
宛
織
田
信
長
朱
印
状
」
と
す
る
方
が
正
確
で
あ
る
。 

 

二
つ
目
は
、
朱
印
状
の
内
容
は
に
つ
い
て
で
あ
る
。
寄
宿
の
禁
止
、
町
の
勤
め
と
義
務
の
免
除
、
他
者

の
妨
害
か
ら
の
保
護
の
三
ヵ
条
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
フ
ロ
イ
ス
書
翰
か
ら
読
み
と
れ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
朱
印
状
は
、
こ
の
時
期
信
長
が
多
数
発
給
し
た
禁
制
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
同
朱
印
状
の
引
用
に
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
に
は
書
翰
に

見
ら
れ
る
三
ヵ
条
の
う
ち
、
一
ヶ
条
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
朱
印
状
の
内
容
か
ら
言
え
ば
、

フ
ロ
イ
ス
書
翰
の
方
が
よ
り
同
朱
印
状
の
原
文
に
近
い
。
従
っ
て
、
無
批
判
に
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
を

利
用
す
る
昨
今
の
研
究
状
況
は
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

以
上
の
信
長
朱
印
状
の
復
元
的
考
察
を
行
っ
た
上
で
、
同
朱
印
状
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
イ
エ

ズ
ス
会
宣
教
師
側
は
こ
の
朱
印
状
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
京
都
で
の
居
住
が
保
証
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
、

今
後
自
由
に
布
教
が
行
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
書
自
体
は
布
教
を
許
可

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
宣
教
師
自
身
も
知
っ
て
お
り
、
彼
の
書
翰
に
も
そ
う
し
た
記
述
は
一
切
な
い
。

よ
っ
て
、
従
来
の
研
究
史
で
布
教
許
可
状
と
し
た
見
方
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
居
住
許
可
状
あ
る
い

は
滞
在
許
可
状
と
宣
教
師
が
認
識
し
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
発
給
者
側
の
信
長
は
、

布
教
許
可
状
と
も
滞
在
許
可
状
と
も
考
え
て
お
ら
ず
、
寺
社
に
多
数
発
給
し
て
い
た
禁
制
の
一
つ
と
し
て

宣
教
師
に
与
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
受
給
し
た
フ
ロ
イ
ス
が
滞
在
許
可
状
と
理
解
し
、
書

翰
や
「
日
本
史
」
に
書
き
記
し
た
の
で
あ
り
、
両
者
に
こ
の
文
書
に
対
す
る
理
解
が
異
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
、
双
方
の
朱
印
状
に
対
す
る
理
解
の
差
異
を
踏
ま
え
ず
に
、
フ
ロ
イ
ス
の
記
録
を
も
と
に
布

教
許
可
状
で
あ
る
と
か
居
住
許
可
状
で
あ
る
と
か
評
価
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
朱
印
状
は
特
殊
な

文
書
と
し
て
評
価
さ
れ
て
し
ま
い
、
古
文
書
学
や
戦
国
史
あ
る
い
は
織
豊
期
研
究
の
研
究
蓄
積
と
、
キ
リ

シ
タ
ン
史
の
そ
れ
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
、
双
方
の
研
究
成
果
の
共
有
が
果
た
せ
ず
に
い
た
。
本
来
、

信
長
朱
印
状
の
内
容
と
、
宣
教
師
が
そ
れ
を
ど
う
理
解
し
た
の
か
は
全
く
別
の
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
点
を



意
識
し
て
こ
の
文
書
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奉
行
人
奉
書
と
信
長
の
副
状
の
関
係
論
を
論
じ
る
な

ど
、
信
長
朱
印
状
の
様
式
を
踏
ま
え
た
分
析
を
行
う
な
ら
ば
、
当
然
古
文
書
学
的
見
地
か
ら
禁
制
と
し
て

こ
の
朱
印
状
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
フ
ロ
イ
ス
等
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は

滞
在
許
可
状
と
理
解
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
文
書
の
性
格
を
多
角
的
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
本
章
で
論
じ

た
古
文
書
自
体
の
性
格
と
西
欧
人
の
認
識
と
い
っ
た
双
方
の
見
解
を
踏
ま
え
た
上
で
の
議
論
を
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
こ
の
朱
印
状
は
宣
教
師
に
と
っ
て
は
畿
内
布
教
を
円
滑
に
進
め
る
上
で
の
重
要
な
許
可
状

で
あ
っ
た
が
、
信
長
は
イ
エ
ズ
ス
会
を
多
数
の
寺
社
の
一
つ
と
し
て
禁
制
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

双
方
の
観
点
か
ら
、
こ
の
信
長
朱
印
状
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
朱
印
状
を
も
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
を
特
別
優

遇
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
信
長
の
イ
エ
ズ
ス
会

に
対
す
る
動
向
に
つ
い
て
も
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
イ
エ
ズ
ス
会
を
特
別
保
護
し
た
よ
う
な
見

解
は
改
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

実
際
、
こ
の
朱
印
状
が
出
さ
れ
た
後
、
正
親
町
天
皇
が
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
を
出
す
が
、
そ
れ
に
対
し

て
信
長
は
こ
の
綸
旨
に
一
任
す
る
と
発
言
す
る
。
一
任
す
る
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
先
の
信
長
朱
印
状

を
無
効
に
す
る
に
等
し
い
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
お
ら
ず
、
村
井
早
苗
氏

の
「
一
定
の
敬
意
」
と
い
う
評
価
程
度
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い(

3
8
)

。
そ
れ
よ
り
も
綸
旨
が
出
さ
れ
て
も
イ
エ

ズ
ス
会
が
な
お
京
都
滞
在
が
許
さ
れ
、
信
長
が
そ
れ
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
、
織
田
権
力
の

強
大
さ
を
示
す
説
の
方
が
多
い
。
し
か
し
、
本
章
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
に
対
し
て
信
長

は
特
に
優
遇
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
天
皇
な
い
し
は
朝
廷
に
対
し
て
信
長
自
身
の
権
限
を
行
使

し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
な
ら
ば
、
永
禄
一
二
年
に
起
き
た
宣
教
師
の
京
都
滞
在
を
め
ぐ
る
一
連
の
出

来
事
に
つ
い
て
も
再
論
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
章
を

改
め
て
行
う
が(

3
9
)

、
本
章
で
明
ら
か
に
し
た
朱
印
状
の
性
格
を
踏
ま
え
て
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
畿
内

キ
リ
シ
タ
ン
史
お
よ
び
永
禄
年
間
段
階
の
織
田
権
力
の
実
態
を
よ
り
正
確
に
把
握
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。 

 


