
第
四
章 

永
禄
四
・
五
年
の
畿
内
合
戦
と
イ
エ
ズ
ス
会
の
畿
内
布
教 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
書
翰
に
は
、
邦
文
史
料
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
情
報
も
多
数
あ
り
、
当
該
期

の
国
家
・
社
会
・
文
化
等
の
解
明
に
は
魅
力
の
あ
る
史
料
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
宣
教

師
の
史
料
に
は
誇
張
が
多
く
、
信
用
で
き
な
い
と
い
う
向
き
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
信
憑
性
の
面
で
疑
わ

し
い
史
料
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
傾
向
が
、
今
な
お
根
強
く
残
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
の
ほ
と
ん
ど
は
、

史
料
分
析
を
行
っ
た
上
で
の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
フ
ロ
イ
ス
の
誇
張
し
た
表
現
に
注
目
し
て
批
判
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
宣
教
師
の
史
料
に
は
多
く
の
粉
飾
や
偏
見
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、

宣
教
師
の
史
料
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
内
容
面
の
検
討
も
行
わ
ず
に
安
易
に
利
用
す
る
の
も
問
題

で
、
十
分
な
史
料
批
判
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
指
摘
は
、
す
で
に
松
田
毅
一
氏
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が(

1
)

、
そ
れ
か
ら
数
十
年

た
っ
た
現
在
で
も
前
述
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
史
料
の
内
容
的
検
討
を
引
き
続
き

行
っ
て
い
く
必
要
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
松
田
氏
は
フ
ロ
イ
ス
書
翰
の
内
容
的
検
討
を
行
い
、

多
く
の
成
果
を
挙
げ
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
的
検
討
を
以
下
の
方
法
に
よ
っ
て
行
っ
た
。
一
、
日
本
側
の

諸
文
献
に
よ
る
検
討
、
二
、
日
本
の
史
跡
、
遺
物
等
に
よ
る
検
討
、
三
、
フ
ロ
イ
ス
の
書
翰
と
年
報
を
「
日

本
史
」
と
照
合
す
る
こ
と
、
四
、
フ
ロ
イ
ス
以
外
の
南
蛮
人
の
記
録
を
も
っ
て
検
討
す
る
こ
と
の
四
点
で

あ
る(

2
)

。
筆
者
も
氏
の
手
法
に
な
ら
い
、
さ
ら
に
原
文
書
の
有
無
の
確
認
、
な
い
場
合
に
は
諸
写
本
の
照
合

を
行
う
こ
と
で
、
宣
教
師
の
書
翰
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

本
章
で
は
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
一
五
六
二
年
（
永
禄
四
年
一
一
月
二
六
日
～
永
禄
五
年
一
二
月
六
日
）

付
、
堺
発
、
イ
エ
ズ
ス
会
員
宛
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
見
ら
れ
る
畿
内
合
戦
記
事
の
内
容
的
検
討(

3
)

を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
記
事
を
扱
う
目
的
は
、
一
、
こ
う
し
た
見
聞
に
よ
る
記
事
が
正
確
な
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
、
日
本
史
の
一
史
料
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
か
否
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
、

二
、
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
た
め
、
両
史
料
を
照
合
し
て
異
同
を
確
認
す
る
こ

と
、
三
、
こ
の
書
翰
に
は
発
信
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
畿
内
合
戦
記
事
を
邦
文
史
料
と
照
合
す
る

こ
と
で
発
信
日
の
絞
り
込
み
を
行
う
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。 

   
 
 

一 

畿
内
合
戦
情
報
伝
達
の
背
景 

  

ま
ず
、
畿
内
合
戦
記
事
の
内
容
的
検
討
に
入
る
前
に
、
こ
の
情
報
が
い
か
な
る
状
況
下
で
、
何
の
目
的

を
も
っ
て
記
さ
れ
た
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

一
五
六
二
年
付
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
を
見
る
と
、
昨
年
に
も
畿
内
か
ら
書
翰
を
発
信
し
た
と
あ
り
、
今
回
の

書
翰
は
そ
の
後
の
出
来
事
を
伝
え
る
と
記
さ
れ
て
い
る(

4
)

。
昨
年
発
信
し
た
と
い
う
書
翰
を
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日

本
書
翰
集
か
ら
探
す
と
、
一
五
六
一
年
八
月
一
七
日
（
永
禄
四
年
七
月
七
日
）
付
、
堺
発
、
イ
ン
ド
の
イ

エ
ズ
ス
会
員
宛
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰(

5
)

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
書
翰
は
、
京
都
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
と
将
軍

か
ら
禁
制
を
得
た
記
事
、
仏
僧
た
ち
の
妨
害
に
関
す
る
記
事
を
記
し
た
後
、
現
在
布
教
の
た
め
堺
に
し
ば

ら
く
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
記
事
で
終
え
て
い
る
。 



 
一
五
六
二
年
付
書
翰
は
そ
の
後
の
動
向
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
五
六
一
年
八
月
に
堺
を
訪
れ
た
と
あ
り
、

堺
で
の
布
教
状
況
が
語
ら
れ
た
後
、
今
回
検
討
す
る
畿
内
合
戦
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
に

は
、
ヴ
ィ
レ
ラ
が
堺
に
来
た
こ
と
は
、
デ
ウ
ス
が
未
知
の
危
険
か
ら
救
っ
て
く
れ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
畿
内
で
の
合
戦
を
宣
教
師
達
の
生
命
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
合
戦
に
よ
っ
て
京
都
の
キ
リ
シ
タ
ン
教
界
の
維
持
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
見
極
め
る
必
要
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う(

6
)

。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
将
軍
義
輝
か
ら
京
都
居
住
を
認
め
た
許
可
状
を
得
て
は
い
た
も

の
の
、
仏
僧
達
に
よ
る
妨
害
な
ど
が
あ
り
、
京
都
で
の
布
教
活
動
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
起
き
た
畿
内
で
の
合
戦
を
、
畿
内
布
教
担
当
の
宣
教
師
で
あ
る
ヴ
ィ
レ
ラ
は
、

教
界
維
持
に
係
わ
る
深
刻
な
問
題
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。 

 

従
っ
て
、
本
章
で
検
討
す
る
畿
内
合
戦
記
事
は
、
畿
内
布
教
に
関
わ
る
出
来
事
と
し
て
宣
教
師
の
間
で

認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
出
来
事
を
脚
色
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
か
ら
、

入
手
し
た
情
報
を
そ
の
ま
ま
書
翰
に
書
き
記
し
、
伝
達
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

   
 
 

二 

ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
の
諸
写
本
と
の
照
合 

  

次
に
、
一
五
六
二
年
付
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
の
原
文
書
の
有
無
、
諸
写
本
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
原
文
書

は
残
念
な
が
ら
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
写
本
の
方
は
ル
イ
ス
・
デ
・
メ
デ
ィ
ー
ナ
師
に
よ
れ
ば
、
次
の

も
の
が
挙
げ
ら
れ
る(

7
)

。 
 

①
ロ
ー
マ
・
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館A

R
SI, Jap. Sin. 4, ff.315-317v.(Port); ff.318-321v.(Lat); 

 
ff.322-323v.(It); ff.324-327v.(It) 

②
ア
ジ
ュ
ダ
図
書
館B

A
, 49-IV

-50, ff.534-536.(Port) 

③
リ
ス
ボ
ン
国
立
図
書
館B

N
L, Fundo G

eral 4534, ff.399-401. 

④
科
学
学
士
院
図
書
館B

A
C

L, ff.196v-199.
(
8
) 

⑤
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集C

I, Evora, ff.112v-115. 
  

書
翰
全
体
の
検
討
で
は
な
い
た
め
、
全
文
の
照
合
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
畿
内
合
戦
に
関
す
る

記
事
に
つ
い
て
は
、
語
順
や
語
句
レ
ベ
ル
で
の
違
い
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
内
容
に
大
き
な
変
化
は
み
ら

れ
な
い
。
そ
こ
で
、
ロ
ー
マ
・
イ
エ
ズ
ス
文
書
館
所
蔵
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
書
翰
を
底
本
と
し(

9
)

、
他
写
本
と

異
な
る
箇
所
が
あ
る
場
合
に
は
明
記
す
る
形
を
と
る
こ
と
に
し
た
い(

1
0
)

。 
   
 
 

三 

内
容
的
検
討 

  

本
節
で
は
、
内
容
的
検
討
の
作
業
を
以
下
の
手
順
で
行
う
。
ま
ず
、
合
戦
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
し
、

エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集
と
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
を
史
料
と
し
て
引
用
す
る
。
次
に
両
史
料
の
照
合
、

邦
文
史
料
と
の
比
較
検
討
を
行
い
、
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
の
内
容
に
つ
い
て
分
析
す
る
。 

  
 
 

１ 

京
都
の
包
囲 



  
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
み
ら
れ
る
畿
内
で
の
合
戦
は
、
六
角
義
賢
・
畠
山
高
政
が
三
好
長
慶
に
対
し
て
攻
撃

を
し
か
け
て
き
た
記
事
か
ら
始
ま
る
。 

 

【
史
料
１
ａ
】
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰 

 

こ
う
し
て
私
が
堺
に
来
た
こ
と
は
、
私
が
知
ら
な
か
っ
た
危
険
か
ら
免
れ
る
よ
う
望
ま
れ
た
主
の

御
旨
で
あ
っ
た
と
信
じ
て
お
り
ま
す(

1
1
)

。
な
ぜ
な
ら
、
私
の
出
発
か
ら
一
ヶ
月
後
、
都
は
四
万
の
兵
士

に
包
囲
さ
れ
た
か
ら
で
す
。 

Esta m
inha vinda ao Sacai creio aver sido por m

andado do Senhor, que m
e queria tirar do

s perigos que eu não entendia. Porque hum
 m

es depois de m
inha partida foi o M

eaco cerq
uado de quorenta m

il hom
ens.

(1
2
) 

 

【
史
料
１
ｂ
】
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」 

  

こ
う
し
て
堺
に
移
っ
た
こ
と
は
、
司
祭
が
知
ら
な
か
っ
た
危
険
か
ら
免
れ
さ
せ
る
た
め
の
デ
ウ
ス
の

御
摂
理
で
あ
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
都
を
立
ち
去
っ
て
か
ら
一
ヶ
月
後
、
四
万
の
兵
士
が
市

を
包
囲
し
た
か
ら
で
す
。(

1
3) 

Esta hida do[sic] Sacai foi ordenada por D
eos para o Padre tirar dos perigos, que elle não 

entendia. Porque hum
 m

ez depois de sahido do M
iaco, cercarão 40 m

il hom
ens a cidade. 

  

両
史
料
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
両
者
の
大
き
な
違
い
は
書
翰
で
は
一
人
称
で
記

さ
れ
て
い
る
の
に
、
「
日
本
史
」
で
は
三
人
称
と
な
っ
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
は
全
く
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
の
原
文
を
見
て
も
、
表
現
の
仕
方
で
微
妙
に
異
な
る
も
の

の(
1
4
)

、「
日
本
史
」
は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
箇
所
が
多
く
、

フ
ロ
イ
ス
は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
を
も
と
に
【
史
料
１
ｂ
】
を
執
筆
し
た
と
い
え
る(

1
5)

。 
 

そ
れ
で
は
、
内
容
に
入
っ
て
い
き
た
い
。
四
万
の
兵
士
が
京
都
を
包
囲
し
た
時
期
は
、
ヴ
ィ
レ
ラ
が
京

都
を
出
発
し
て
か
ら
一
ヶ
月
後
で
あ
る
と
す
る
。
本
書
翰
に
は
「
一
五
六
一
年
八
月
に
私
は
堺
に
入
り
ま

し
た
（Em

 A
gosto de 1561 entrei neste Sacai

）
」
と
い
う
記
述
が
あ
り(

1
6
)

、
前
述
し
た
一
五
六
一
年

の
堺．
発．
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
の
日
付
が
八
月
一
七
日
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
八
月
一
日
か
ら
八
月
一
七

日
、
和
暦
で
永
禄
四
年
六
月
二
〇
日
か
ら
七
月
七
日
に
は
、
す
で
に
ヴ
ィ
レ
ラ
は
堺
に
到
着
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
そ
の
一
ヶ
月
後
に
都
が
包
囲
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、
包
囲
さ
れ
た
時
期
は
、
七
月
二
〇
日

か
ら
八
月
七
日
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
邦
文
史
料
を
見
る
と
、
『
長
享
年
後
畿
内

兵
乱
記
』
に
「
七
月
二
十
八
日
、
六
角
承
禎
父
子
出
張
于
勝
軍
」
と
あ
る(

1
7
)

。
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
か
ら
京
都
包

囲
の
日
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
邦
文
史
料
の
七
月
二
八
日
と
い
う
日
付
は
、
書
翰
か
ら
窺
え

る
七
月
二
〇
日
か
ら
八
月
七
日
と
い
う
時
期
と
合
致
す
る
。 

 

次
に
、
四
万
の
兵
が
京
都
を
包
囲
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
京
都
包
囲
に
つ
い
て
は
、

先
ほ
ど
引
用
し
た
『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
記
』
に
六
角
義
賢
・
義
治
父
子
が
勝
軍
地
蔵
山
に
陣
し
た
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
【
史
料
１
】
は
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
四
万
と
い
う
数
は
少
し

多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
細
川
両
家
記
』
に
は
「
二
万
余
騎
」
と
あ
り
、
半
数
で
あ
る
。
書
翰
に
あ
る

四
万
と
い
う
数
は
、
お
そ
ら
く
六
角
軍
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
畠
山
高
政
の
軍

も
含
ん
だ
人
数
と
思
わ
れ
る
。
宣
教
師
の
記
事
は
こ
の
あ
と
六
角
軍
の
情
報
で
は
な
く
、
畠
山
軍
の
情
報



を
伝
え
て
い
る
の
で
、
宣
教
師
は
京
都
を
包
囲
と
す
る
も
の
の
、
実
際
は
も
っ
と
広
範
囲
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。 

  
 
 

２ 
両
軍
の
衝
突 

  

京
都
が
包
囲
さ
れ
た
記
事
の
後
、
ヴ
ィ
レ
ラ
は
堺
の
安
全
性
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
堺
で
は
騒
乱
が

な
く
、
平
和
に
暮
ら
し
て
お
り
、
日
本
で
最
も
安
全
な
場
所
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、
六
角
・

畠
山
軍
を
迎
え
撃
つ
た
め
三
好
軍
が
出
陣
し
、
何
度
か
の
戦
闘
の
結
果
三
好
方
が
敗
北
し
た
と
い
う
記
事

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。 

 

【
史
料
２
ａ
】
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰 

 

都
の
市
（a cidade do M

iáco

）
が
包
囲
さ
れ
た
時
、
（
都
を
）(

1
8
)

統
治
し
て
い
た
者
（o que a 

governava

）
［
三
好
義
興
］
の
叔
父
［
三
好
実
休
］
か
ら
援
軍
を
得
ま
し
た
。
彼
［
三
好
実
休
］
に

よ
っ
て
暴
虐
的
に
領
国
を
奪
わ
れ
た
公
爵
（principe
）
［
畠
山
高
政
］
が
彼
を
迎
え
撃
つ
た
め
出
陣

し
ま
し
た
。
（
彼
は
）
同
盟
を
結
ん
で
い
る
根
来
（N

engoros

）
と
称
す
る
僧
院
の
仏
僧
達
を
引
き
連

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
者
達
［
仏
僧
達
］
は
、
お
よ
そ
ロ
ー
ド
の
騎
士
団
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ

れ
ら
両
軍
勢
、
す
な
わ
ち
都
を
治
め
て
い
た
領
主
（senhor que regia o M

iáco

）
［
三
好
義
興
］
の

叔
父
の
軍
と
仏
僧
達
が
属
し
た
軍
は
堺
（Sacáy

）
の
市
と
都
の
間
に
陣
営
を
構
え
、
た
え
ず
大
小
の

戦
闘
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
小
競
り
合
い
や
合
戦
で
常
に
仏
僧
達
が
勝
利
し
ま
し
た
。
（
中
略
）
そ

れ
か
ら
、
二
十
日
後
仏
僧
の
側
が
勝
利
し
て
追
撃
の
際
敵
を
多
数
殺
し
た
か
ら
で
す(

1
9
)

。
都
を
治
め
て

い
た
者
［
三
好
義
興
］
は
こ
れ
を
恐
れ
、
市
を
放
棄
し
て
自
分
が
頼
り
と
し
て
い
た
城
に
退
き
ま
し

た
。
こ
う
し
て
市
は
敵
に
略
奪
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
焼
き
払
わ
れ
ま
し
た
。 

Em
 ho cerquo foi socorida a cidade do M

eaco por hum
 tio do que a governava, ao qual s

aio ao encontro hum
 principe a quem

 ele tiranicam
ente tinha tom

ado o reino. O
 qual em

 s
ua com

panhia trazia huns bonzos de huns m
osteiros com

 que se confederou, os quais cha
m

ão nengoros. A
rem

edão estes algum
 m

odo aos com
endadores de R

odes, e destes falarei a
lgum

a cousa abaixo. Estes dous exercitos se poserão entre a cidade do Sacai e M
eaco, e s

em
pre contendião entre si, pouquo ou m

uito. Scilicet, o do tio do senhor que regia M
eaco 

e o outro em
 que vinhão os bonzos. Em

 estas escaram
ucas e recontros os bonzos sem

pre f
orão vencedores... porque dali a vinte dias, ficando a parte dos bonzos vencedora, no alcan
ce m

atarao m
uitos dos outros. C

om
 este tem

or, o que regia o M
eaco, largando a cidade, s

e acolheo a hum
a fortaleza em

 que confiava, e assim
 foi a cidade saqueada pelos enem

igo
s e queim

ada parte dela.
(
20
) 

 

【
史
料
２
ｂ
】
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」 

 

当
市
を
統
治
し
て
い
た
領
主
（senhor

）
の
叔
父
か
ら
援
軍
を
得
ま
し
た
。
彼
に
よ
っ
て
暴
虐
的
に

領
国
を
奪
わ
れ
た
公
爵
（principe

）
が
彼
を
迎
え
撃
つ
た
め
出
陣
し
ま
し
た
。
彼
［
侯
爵
］
は
、
根

来
と
称
す
る
仏
僧
達
を
傭
兵
と
し
て
引
き
連
れ
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
［
仏
僧
達
］
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ゲ
ル
マ
ン
（
兵
）
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
両
軍
勢
は
、
堺
の
市
と
都
の
間
に
陣
営
を
構
え
、

た
え
ず
小
競
り
合
い
が
あ
り
、
仏
僧
た
ち
が
属
し
た
側
が
常
に
勝
利
し
ま
し
た
。
（
中
略
）
そ
れ
か



ら
、
二
十
日
以
内
に
、
仏
僧
の
側
が
勝
利
し
て
追
撃
の
際
多
数
の
者
を
殺
し
た
か
ら
で
す
。
都
を
治

め
て
い
た
者
は
こ
れ
を
恐
れ
、
市
を
放
棄
し
て
自
分
が
頼
り
と
し
て
い
た
城
に
退
き
ま
し
た
。
市
の

一
部
は
略
奪
さ
れ
、
焼
き
払
わ
れ
ま
し
た
。(

2
1
) 

...a cidade, a qual foi socorrida de hum
 tio do senhor que a governava, ao qual sahio ao e

ncontro hum
 principe, a quem

 elle tiranicam
ente tinha tom

ado o reino, o qual trazia em
 su

a com
panhia alugados huns bonzos a que cham

ão nengoros, que são com
o os tudescos em

 Europa. 
 

Estes dous exercitos se puzerão entre a cidade do Sacay e M
iaco, e sem

pre tinhão algu
m

as escaram
uças, e o em

 que vinhão os bonzos sem
pre vencia... porque dentro de 20 dias,

 ficando a parte dos bonzos vencedora, m
atarão m

uitos no alcanse. C
om

 este tem
or, o que

 regia o M
iaco, deixou a cidade e se recolheo a hum

a fortaleza, em
 que confiava, e foi pa

rte da cidade saqueada e queim
ada. 

  

両
史
料
の
原
文
を
見
る
と
、
両
軍
勢
の
小
競
り
合
い
を
伝
え
た
箇
所
は
「
日
本
史
」
の
方
に
省
略
が
認

め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
【
史
料
２
】
も
「
日
本
史
」
は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
を
引
用
、

部
分
的
に
要
約
し
て
載
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

内
容
に
入
り
た
い
。
ま
ず
前
半
部
分
に
み
ら
れ
る
人
物
の
比
定
を
行
お
う
。
引
用
し
た
史
料
に
は
す
で

に
注
と
し
て
人
物
を
あ
て
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
「
（
都
を
）
統
治
し

て
い
た
者
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
三
好
義
興
の
こ
と
で
あ
る
。
長
慶
か
義
興
か
で
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
あ
と
の
文
（
後
述
す
る
【
史
料
３
】
）
に
こ
の
人
物
の
父
親
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
義
興
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
長
慶
と
す
る
と
、
そ
の
父
元
長
は
す
で
に
死
去
し
て
い
る
の
で
意
味
が
通
じ

な
く
な
る
。
次
に
そ
の
叔
父
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
三
好
実
休
（
義
賢
）
で
正
し
い
。
実
休
は
長

慶
の
弟
で
、
義
興
の
叔
父
に
あ
た
る
の
で
、
「
都
を
統
治
し
て
い
た
者
の
叔
父
」
と
い
う
説
明
と
合
致
す

る
。 

 

「
領
国
を
奪
わ
れ
た
公
爵
」(2

2
)

は
、
根
来
衆
を
率
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
畠
山
高
政
で
あ
る

(
2
3
)

。
高
政
は
高
屋
城
城
主
で
河
内
を
領
し
て
い
た
が
、
三
好
の
攻
撃
に
あ
い
、
堺
に
落
ち
の
び
た(

2
4
)

。
そ
の

後
の
高
屋
城
城
主
は
三
好
実
休
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
書
翰
に
あ
る
三
好
実
休
に
「
領
国
を
奪
わ
れ

た
」
と
い
う
記
述
は
十
分
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

次
に
両
軍
が
堺
と
京
都
の
間
で
陣
営
を
構
え
、
小
競
り
合
い
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
で
あ
る
。

邦
文
史
料
に
よ
る
と
、
両
軍
は
岸
和
田
近
辺
で
対
陣
し
、
三
好
実
休
は
久
米
田
に
陣
を
と
っ
て
い
る(

2
5
)

。
岸

和
田
の
地
は
堺
よ
り
南
に
位
置
し
て
お
り
、
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
あ
る
京
都
と
堺
の
間
で
対
陣
と
い
う
記
述

は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
し
か
し
、
【
史
料
２
】
を
見
る
と
、
実
休
は
義
興
の
援
軍
と
し
て
出
陣
し
た
と
あ

り
、
後
半
に
も
義
興
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
畿
内
全
体
の
情
報
と
し
て
捉
え
た
方
が
よ
い

よ
う
に
思
わ
れ
る(

2
6
)

。
そ
う
す
る
と
、
三
好
義
興
が
梅
津
に
、
松
永
久
秀
が
西
院
に
陣
し
て
い
る
の
で(

2
7
)

、

京
都
と
堺
の
間
と
い
う
記
述
も
理
解
で
き
る
。
ヴ
ィ
レ
ラ
は
実
休
と
高
政
の
合
戦
と
畿
内
全
体
の
情
勢
と

を
混
同
し
て
記
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
続
い
て
、
大
小
の
戦
闘
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
も
、
邦
文
史

料
に
み
ら
れ
る(

2
8
)

。
そ
れ
ら
の
中
で
大
規
模
な
戦
闘
と
い
え
ば
、
久
米
田
合
戦
と
呼
ば
れ
る
合
戦
で
あ
る
。

こ
の
戦
闘
に
よ
っ
て
、
三
好
実
休
が
討
死
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
の
「
つ
ね
に
仏
僧
達
が
勝
利
」
し

た
と
い
う
記
述
は
当
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

そ
の
あ
と
、
三
好
方
の
敗
北
に
よ
っ
て
三
好
義
興
が
京
都
を
放
棄
し
て
、
自
分
の
頼
り
と
す
る
城
へ
退



い
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
も
『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
記
』
に
「
同
（
永
禄
五
年
三
月
）
六
日
、
三 

好
義
興筑

州
・
松
永

久
秀弾

正
少
弼
至
山
崎
被
取
退
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
義
興
は
山
崎
に
退
い
た
こ
と
が
分
か
る 

。 
 

【
史
料
２
】
は
合
戦
の
場
所
で
若
干
史
実
と
異
な
る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
の
他
は
邦
文
史
料
と
合
致
し
、

内
容
は
信
用
で
き
る
も
の
と
い
え
る
。 

  
 
 

３ 

三
好
方
の
反
撃 

  

書
翰
に
よ
れ
ば
、
三
好
実
休
戦
死
を
は
じ
め
と
す
る
三
好
方
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
京
都
で
は
略
奪
や
焼

き
討
ち
が
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
三
好
と
六
角
・
畠
山
軍
の
戦
闘
の
最
中
に
、
ヴ
ィ
レ
ラ
は

ロ
レ
ン
ソ
を
京
都
に
派
遣
し
、
京
都
の
教
界
維
持
に
努
め
た
が
、
そ
の
時
将
軍
義
輝
の
義
兄
弟
が
教
会
借

用
の
許
可
を
将
軍
か
ら
得
た
と
い
う
出
来
事
や
、
仏
僧
達
の
教
会
強
奪
の
画
策
が
あ
っ
た
（
こ
の
こ
と
は

後
述
す
る
）
。
最
終
的
に
は
両
方
と
も
事
な
き
を
得
た
が
、
三
好
方
の
敗
北
が
京
都
で
の
布
教
活
動
に
影

響
を
与
え
た
様
子
が
窺
え
る
。 

 

こ
う
し
た
記
事
の
あ
と
、
再
び
三
好
と
畠
山
の
合
戦
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
戦
い
で
三
好
方

が
勝
利
し
、
先
の
久
米
田
合
戦
の
敗
戦
で
失
っ
た
勢
力
を
再
び
取
り
戻
し
た
。
書
翰
の
該
当
箇
所
を
引
用

し
よ
う
。 

 

【
史
料
３
ａ
】
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰 

 

勝
利
者
達
は
こ
の
よ
う
な
破
壊
の
後
、
都
を
治
め
て
い
た
者
（o que regia o M

iáco

）
［
義
興
］

の
父
［
三
好
長
慶
］
が
い
る
た
い
へ
ん
強
固
な
城
の
攻
略
に
専
念
し
、
息
子
［
義
興
］
の
こ
と
は
構

い
ま
せ
ん
で
し
た(

2
9
)

。
そ
の
た
め
、
彼
［
義
興
］
は
都
を
去
っ
た
時
に
退
い
た
別
の
城
に
お
り
、
入
念

に
二
万
人
の
兵
と
そ
の
他
必
要
な
も
の
（
を
集
め
て
自
軍
を
）
立
て
直
し
、
彼
と
敵
と
の
間
に
あ
る

大
河
を
密
か
に
渡
り
ま
し
た
。
彼
は
全
く
気
付
か
れ
る
こ
と
な
く
敵
の
不
意
を
衝
い
て
襲
撃
し
ま
し

た
。
敵
陣
に
は
三
万
の
兵
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
て
敗
走
し
ま

し
た
。
こ
の
両
軍
、
す
な
わ
ち
都
を
治
め
て
い
た
者
の
軍
と
、
城
中
に
い
た
彼
の
父
の
軍
は
合
流
し
、

絶
え
ず
敵
を
追
撃
し
て
多
数
を
討
ち
取
り
ま
し
た
。
都
に
到
る
と
、
そ
こ
に
い
た
敵
や
他
の
敗
残
兵

と
戦
闘
に
な
り
ま
し
た
。
敵
は
前
述
の
（
三
好
方
の
）
勝
利
に
恐
れ
を
な
し
た
の
で
あ
え
な
く
敗
れ

ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
戦
勝
者
達
は
、
多
少
破
壊
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
市
を
奪
回
し
ま
し
た
。 

D
epois deste desbarate se occuparão os vencedores em

 com
bater hum

a fortaleza m
uy forte

 em
 que estava o pai do que regia o M

eaco, descuidando-se do filho. Pelo que ele, estand
o na outra fortaleza onde se recolhera quando se saio do M

eaco, prudentem
ente se refes d

e gente até vinte m
il hom

ens, e do m
ais necessário, e secretam

ente passou hum
 grande rio

 que estava entre ele e os enem
igos. N

ão sendo nunqua sentido, deu neles estando descuid
ados, e posto que no araial dos contrários avia trinta m

il hom
ens, forão todos desbaratados

 e postos em
 fugida. E ajuntando-se estes dous exércitos, scilicet, do que regia o M

eaco e 
de seu pai que estava na fortaleza, vierão sem

pre em
 ho alcance dos enem

igos, fazendo gr
ande m

ortandade neles, até chegarem
 ao M

eaco, aonde tiverão outra batalha com
 os enem

i
gos que nele estavão e com

 os que da outra fugirão. A
os quais a victória passada causou t

anto terror que forão facilm
ente vencidos. E assim

 recuperarão os vencedores a cidade, ain



da que algum
 tanto destroçada.

(
3
0) 

 
【
史
料
３
ｂ
】
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」 

 

勝
利
者
達
は
こ
の
勝
利
の
後
、
都
を
治
め
て
い
た
者
の
父
が
い
る
た
い
へ
ん
強
固
な
城
の
攻
略
に

専
念
し
、
息
子
の
こ
と
は
構
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
息
子
は
）
都
を
去
っ
た
時
に
退
い
た
別
の
城
に

お
り
、
極
め
て
入
念
に
、
約
二
万
の
兵
と
そ
の
他
必
要
な
も
の
を
（
集
め
て
自
軍
を
）
立
て
直
し
、

彼
と
敵
と
の
間
に
あ
っ
た
大
河
を
密
か
に
渡
っ
て
行
き
ま
し
た
。
彼
は
気
付
か
れ
る
こ
と
な
く
、
敵

の
不
意
を
衝
い
て
襲
撃
し
ま
し
た
。
敵
陣
に
は
三
万
の
兵
が
い
た
の
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
壊
滅

的
な
打
撃
を
受
け
て
敗
走
し
ま
し
た
。
つ
い
で
父
子
の
軍
勢
は
合
流
し
て
敵
を
追
撃
し
て
敵
に
大
い

な
る
損
害
を
与
え
、
都
に
到
る
と
、
市
に
い
た
敵
や
敗
残
兵
と
戦
闘
に
な
り
ま
し
た
。
敵
は
前
述
の

（
三
好
方
の
）
勝
利
に
驚
き
、
恐
れ
を
な
し
た
の
で
あ
え
な
く
敗
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
先
の
敗

戦
者
は
今
や
戦
勝
者
と
な
り
、
多
少
破
壊
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
市
を
奪
回
し
ま
し
た
。 

D
epois deste victoria se occuparão os vencedores em

 com
bater hum

a fortaleza m
ui forte o

nde estava o pay do que regia o M
iaco, descuidando-se do filho. O

 qual estando em
 outra

 fortaleza, onde se recolheo quando sahio do M
iaco, com

 grande diligencia se refez de gen
te, que seria[m

] com
o 20 m

il hom
ens de guerra,  e do m

ais que lhe era necessário; e secr
etam

ente passou hum
 grande rio, que estava entre ele e os inim

igos, e não sentido, deu ne
lles descuidados, e posto que no arrayal dos contrarios havia 30 m

il hom
ens, forão desbara

tados e postos em
 fugida. E ajuntando-se os exercitos do pay e do filho, seguirão o alcans

e fazendo nelle grande estrago, athé chegarem
 ao M

iaco, aonde tiverão outra batalha com
 

os inim
igos, que na cidade estavão e contra os que da outra fugirão; aos quaes a victoria 

passada cauzou tanto terror e espanto, que facilm
ente forão desbaratados. E assim

 os venci
dos a prim

eira vez, sendo agora vencedores, recuperarão a cidade, ainda que algum
 tanto d

estroçada.
(
31
) 

  

両
史
料
の
大
き
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
が
、
違
い
を
挙
げ
る
な
ら
ば
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

二
万
の
兵
士
と
軍
備
を
集
め
た
と
い
う
箇
所
で
表
現
の
仕
方
が
異
な
る
。
第
二
に
、
三
好
長
慶
と
義
興
の

軍
が
合
流
す
る
と
い
う
箇
所
で
は
書
翰
の
方
が
詳
細
で
あ
る
。
第
三
に
、
先
の
敗
戦
者
が
今
は
戦
勝
者
と

な
っ
た
と
い
う
箇
所
で
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集
と
他
写
本
、
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
と
も
に
表
記
が

異
な
る(

3
2
)

。
た
だ
、
こ
れ
ら
は
内
容
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
表
現
が
違
う
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
も
の
で

あ
る
。
他
は
細
か
い
部
分
で
省
略
や
書
き
換
え
が
あ
る
程
度
で
、
基
本
的
に
は
【
史
料
３
】
も
「
日
本
史
」

は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
と
い
え
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
勝
利
者
達
が
次
に
城
攻
め
を
開
始
し
た
記
事
が
あ
り
、
そ
の
城
は

「
都
を
統
治
し
て
い
た
者
」
の
父
の
居
城
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
畠
山
高
政
が
三
好
長
慶
の
居
城
飯
盛

山
城
を
攻
撃
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。
『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
記
』
に
「
同
（
永
禄
五
年
三 

月
）
十
日
比
、
（
中
略
）
畠
山
高
政
・
安

直
政見

・
根
来
衆
等
囲
飯
盛
城
」
と
あ
り(

3
3
)

、
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
の 

内
容
と
合
致
す
る
。
そ
の
あ
と
書
翰
に
は
義
興
が
兵
を
立
て
直
し
、
密
か
に
大
河
を
渡
っ
て
畠
山
軍
を
不

意
打
ち
し
た
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
邦
文
史
料
で
確
認
で
き
る
。
同
じ
く
『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
記
』 

に
「
五
月
十
四
日
、
為
飯
盛
城
後
巻
、
三
好

義
興筑

前
・
松
永

久
秀弾

正
・
松
山
・
池
田
衆
・
伊
丹
・
安

冬
康宅

・
阿
州 

衆
二
万
余
被
渡
河
、
同
二
十
日
合
戦
、
高
政
・
安

直
政見

・
根
来
衆
敗
軍
」
と
あ
る
。
『
細
川
両
家
記
』
に
も 



同
様
の
記
述
が
あ
り
、
三
好
軍
が
渡
河
し
た
川
は
「
渡
辺
川
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
五
月
二
〇
日 

の
合
戦
も
「
五
月
廿
日
に
河
内
の
教
興
寺
と
云
処
に
紀
州
の
湯
川

直
光方

、
根
来
寺
衆
陣
取
所
へ
切
懸
合
戦
有 

」
と
書
か
れ
て
お
り
、
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
あ
る
合
戦
と
は
教
興
寺
の
戦
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。 

 

後
半
部
分
を
見
て
い
こ
う
。
長
慶
・
義
興
軍
が
合
流
し
て
、
都
に
至
り
そ
こ
で
戦
闘
に
な
っ
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
。
邦
文
史
料
を
見
る
と
、
畠
山
軍
を
追
撃
し
た
記
事(

3
4
)

の
後
は
畿
内
の
諸
地
域
を
奪
還
し
た

こ
と
が
記
さ
れ(

3
5
)

、
特
に
京
都
に
進
撃
し
て
六
角
軍
と
合
戦
し
た
と
い
う
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

教
興
寺
の
戦
い
の
後
に
義
興
は
長
慶
の
い
る
飯
盛
山
城
に
行
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
六
角
軍
の
い
る
京
都
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
後
六
角
軍
が
京
都
か
ら
退
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
て
も
、
三
好
軍
が
京
都
で
何
ら
か
の
軍
事
行
動
を
と
っ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
後
半
部
分
は

邦
文
史
料
に
見
ら
れ
な
い
記
事
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
十
分
あ
り
得
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

  
 
 

４ 

三
好
と
六
角
の
和
睦 

  

三
好
方
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
再
び
畿
内
は
三
好
長
慶
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
一
方
、
六
角
義

賢
は
三
好
と
和
睦
し
て
坂
本
に
退
い
た
。
こ
の
三
好
と
六
角
の
和
睦
に
関
す
る
記
事
が
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に

も
あ
る
。 

 

【
史
料
４
ａ
】
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰 

 

敗
走
し
た
者
達
は
、
こ
れ
以
上
の
打
撃
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
て
和
睦
（pazes

）
を
求
め
、
都
を

治
め
て
い
た
者
（o que regia o M

iáco

）
は
公
方
（C

ubó

）
が
こ
の
［
六
角
と
三
好
の
戦
争
］
仲
立

ち
に
入
っ
た
た
め
、
い
っ
さ
い
を
承
諾
し
ま
し
た
。
（
公
方
は
）
名
誉
（honra
）
に
関
す
る
こ
と
だ

け
で
は
日
本
全
国
の
君
主
（senhor de todo o Iapão

）
で
す
が
、
権
力
（poder
）
や
領
国
（R

eino
s

）
な
ど
で
は
他
の
者
達
が
勝
っ
て
お
り
ま
す
。 

O
s que escaparão, tem

endo m
ais dano do que foi o passado, pederão pazes e concerto. Tu

do lhes concedeo o que regia o M
eaco, porque entreveio niso o C

ubo, que hé senhor de to
do o Japão nas cousas que toquão hà onra som

ente, que no poder e reino outros lhe levão
 aventajem

.
(
3
6
) 

 

【
史
料
４
ｂ
】
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」 

 

敗
走
し
た
者
達
は
、
こ
れ
以
上
の
打
撃
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
て
和
睦
を
求
め
、
都
を
治
め
て
い

た
者
は
公
方
様
が
こ
の
仲
立
ち
に
入
っ
た
た
め
、
い
っ
さ
い
を
承
諾
し
ま
し
た
。
（
公
方
様
は
）
名

誉
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
は
日
本
全
国
の
君
主
（o senhor de todo Japão

）
で
し
た
が
、
権
力
や
領

国
に
お
い
て
は
彼
を
凌
ぐ
者
は
他
に
多
数
い
ま
し
た
。 

O
s que escaparão, tem

endo m
ais dano, pedirão pazes e tudo lhes concedeo o que regia o 

M
iaco, porque intreveio nisto o C

ubosam
a, que era senhor de todo Japão nas couzas que t

ocão à honra som
ente, que, no poder e reino, outros lhe levão a ventagem

.
(
3
7
) 

  

両
者
の
違
い
は
、
将
軍
の
評
価
に
関
す
る
箇
所
で
、
書
翰
で
は
現
在
形
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
日
本

史
」
で
は
過
去
形
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他
の
箇

所
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
の
で
、
内
容
面
で
両
者
の
違
い
は
な
い
と
い
え
よ
う
。 



 
で
は
、
内
容
に
移
る
。
畠
山
軍
の
敗
走
に
よ
り
、
六
角
軍
も
近
江
に
帰
国
す
る
記
事
が
邦
文
史
料
に
も

み
ら
れ
る
。
『
細
川
両
家
記
』
に
「
江
州
六
角
衆
此
時
迄
勝
軍
山
に
在
陣
候
つ
れ
共
、
此
時
無
異
儀
帰
国

候
也
」
と
あ
る
。
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
あ
る
よ
う
に
和
睦
し
て
退
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
『
御
湯
殿
上
日
記 

』
の
永
禄
五
年
六
月
二
日
条
に
「
左

京

 

き
や
う
の
大
夫
と
、

三

好

み
よ
し

和

睦

く
わ
ほ
く
に
て
、

承

禎

せ
う
て
い
も

義

治

四
し
も 

坂

本

さ
か
も
と
へ
か
へ
る
」
と
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
将
軍
義
輝
の
仲
介
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
残
念
な 

が
ら
邦
文
史
料
か
ら
は
管
見
に
触
れ
な
か
っ
た
。 

  

最
後
に
、
将
軍
に
対
す
る
評
価
で
あ
る(

3
8)

。
ヴ
ィ
レ
ラ
が
将
軍
に
初
め
て
謁
見
し
た
頃
は
、
将
軍
を
実
質

権
力
者
と
し
て
評
価
し
て
い
た(

3
9
)

。
し
か
し
、
こ
の
書
翰
で
は
名
誉
の
み
の
権
力
者
と
い
う
表
記
に
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
将
軍
の
身
近
で
起
き
た
合
戦
を
武
力
に
よ
っ
て
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

ヴ
ィ
レ
ラ
は
こ
の
よ
う
な
評
価
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
宣
教
師
の
書
翰
に
は
、
将
軍
に
対
し
て
天
皇

同
様
名
誉
の
み
の
権
力
者
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

   

以
上
、
畿
内
合
戦
に
関
す
る
記
事
を
四
つ
の
場
面
に
分
け
て
、
内
容
的
検
討
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
フ

ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
を
そ
の
ま
ま
引
用
、
部
分
的
に
は
要
約
と
い
う
形
で
載
せ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
書
翰
の
内
容
は
邦
文
史
料
と
合
致
す
る
点
が
多
く
、
日
本
史
の
一
史
料
と
し

て
の
価
値
を
有
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。 

   
 
 

四 

畿
内
合
戦
と
畿
内
布
教 

  

第
一
節
で
ヴ
ィ
レ
ラ
が
畿
内
合
戦
に
関
す
る
記
事
を
書
き
認
め
た
理
由
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
の
畿

内
で
の
合
戦
が
畿
内
布
教
に
ど
う
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
記
載
さ
れ
て
い
る
畿
内
合
戦
中
の
畿
内
布
教
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

前
節
【
史
料
２
】
で
述
べ
た
両
軍
の
小
競
り
合
い
の
最
中
、
京
都
で
は
反
キ
リ
シ
タ
ン
に
よ
る
京
都
の

教
会
へ
の
妨
害
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
翰
に
記
さ
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。
前
節
と
同
様
に

フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
も
引
用
す
る
。 

 

【
史
料
５
ａ
】
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰 

こ
れ
ら
の
軍
［
両
軍
］
が
こ
の
よ
う
な
（
状
況
）
で
あ
っ
た
間
に
（
都
の
）
包
囲
に
隙
が
生
じ
、
私

に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
ロ
レ
ン
ソ
と
い
う
日
本
の
修
道
士(

4
0
)

を
か
の
地
［
都
］
に
派
遣

し
ま
し
た
。
彼
は
キ
リ
シ
タ
ン
達
と
と
も
に
降
誕
祭(

4
1
)

を
で
き
る
限
り
盛
大
に
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

万
事
を
整
え
キ
リ
シ
タ
ン
達
を
励
ま
し
て
こ
の
堺
に
戻
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
国
王
の
義
兄
弟
（cun

hado del R
ei

）
で
あ
る
都
の
一
領
主
（hum

 dos senhores do M
iáco

）
が
〈
自
分
の
信
奉
す
る
〉

悪
魔
（diabo

）
に
唆
さ
れ
、
数
カ
月
間
借
用
す
る
と
の
名
目
で
、
我
達
の
教
会
に
住
む
許
可
（licenç

a

）
を
国
王
（R

ei

）
か
ら
得
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
少
な
か
ら
ず
の
動
揺
を
も
た
ら
し

ま
し
た 

Em
quanto isto passava entre estes exércitos deu o cerquo lugar a poder m

andar lá hum
 ir

m
ão japão cham

ado Lourenço, por eu não poder. O
 qual com

 os christãos celebrarão a fes
ta do N

atal com
o m

ilhor poderão, e depois se veio pera o Sacai, deixando tudo lá ordenad



o e anim
ados os christãos. N

este tem
po hum

 dos senhores do M
eaco, cunhado del-rei, m

o
vido pelo diabo ao que se cree, ouve d'el-rei licença pera m

orar na nossa igreja, com
 prete

isto de a ter de luger por alguns m
eses, o que não deo pouqua trovação aos christãos.

(
42
) 

 

【
史
料
５
ｂ
】
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」 

こ
の
よ
う
な
（
状
況
）
で
あ
っ
た
間
に
（
都
の
）
包
囲
に
隙
が
生
じ
、
司
祭
は
ロ
レ
ン
ソ
修
道
士
（I

rm
ão Lourenço

）
を
都
に
派
遣
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
（
ロ
レ
ン
ソ
）
は
（
都

に
赴
き
）
、
キ
リ
シ
タ
ン
達
を
激
励
し
、
彼
ら
と
と
も
に
降
誕
祭
を
祝
っ
た
後
、
堺
に
戻
り
ま
し
た
。

こ
の
時
、
公
方
様
の
義
兄
弟
（cunhado do C

ubosam
a

）
で
あ
る
都
の
一
領
主
（hum

 dos senhore
s do M

iaco

）(
4
3
)

が
、
悪
魔
（dem

onio

）
に
唆
さ
れ
、
宿
泊
の
た
め
と
い
っ
て
、
我
達
の
教
会
に
住

む
許
可
を
得
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
少
な
か
ら
ず
の
動
揺
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。 

Em
quanto isto passava, deu o cerco logar para poder o Padre m

andar o Irm
ão Lourenço a

o M
iaco, e depois de ter anim

ados os christãos, e feita com
 elles a festa do N

atal, se torn
ou para o Sacai. N

este tem
po hum

 dos senhores do M
iaco, cunhado do C

ubosam
a, m

ovido
 pelo dem

onio, houve licença pera m
orar na nossa igreja com

 pretesto de a ter d'apouzenta
daria, o que não deo pouca trurbação aos christãos.

(
4
4) 

  

両
史
料
と
も
同
内
容
で
あ
る
が
、
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る

観
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
書
翰
で
は
「
国
王
」
と
し
て
い
る
の
を
、
「
日
本
史
」
で
は
「
公
方
様
」
と

し
て
お
り
、
「
日
本
史
」
に
よ
っ
て
判
明
す
る
箇
所
も
あ
る
。 

 

内
容
を
見
て
い
く
と
、
将
軍
義
輝
の
義
兄
弟
に
あ
た
る
人
物
が
京
都
の
教
会
を
宿
舎
と
し
て
借
用
す
る

許
可
を
将
軍
か
ら
得
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
【
史
料
５
】
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
キ
リ
シ

タ
ン
に
大
き
な
動
揺
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ィ
レ
ラ
は
将
軍
義
輝
か
ら
禁
制
を
得
て(

4
5)

、
「
寄
宿
」

が
「
堅
被
停
止
」
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
の
こ
と
は
将
軍
自
ら
禁
制
を
無
視
し
た

こ
と
に
な
る
。
宣
教
師
は
将
軍
の
禁
制
が
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
に
違
い
な
い
。
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
畿
内
地
域
で
有
力
な
保
護
者
と
判
断
し
た
将
軍
自
体
が
信
用
で
き
な
い
と
判
断
し
た
か

も
し
れ
な
い
。
最
終
的
に
は
こ
の
件
は
、
親
キ
リ
シ
タ
ン
の
領
主
が
干
渉
し
た
た
め
実
行
に
移
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
ヴ
ィ
レ
ラ
は
こ
う
し
た
事
柄
の
決
定
権
が
将
軍
に
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
と
思
わ
れ

る
。
前
節
の
【
史
料
４
】
に
み
ら
れ
る
「
将
軍
は
名
誉
の
み
の
君
主
」
と
い
う
評
価
も
こ
う
し
た
こ
と
が

原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

ま
た
、
京
都
で
は
仏
僧
の
妨
害
も
あ
っ
た
こ
と
が
書
翰
に
記
さ
れ
て
い
る(

4
6
)

。
し
か
し
、
こ
れ
も
親
キ
リ

シ
タ
ン
の
異
教
徒
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
京
都
の
教
会
が
奪
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

最
終
的
に
は
、
将
軍
の
義
兄
弟
と
い
う
人
物
に
も
仏
僧
に
も
教
会
は
奪
わ
れ
ず
に
済
ん
だ
が
、
今
回
の

よ
う
に
混
乱
に
乗
じ
て
京
都
の
教
会
を
奪
取
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
、
宣
教
師
は
度
々
そ
う
し
た
危

機
に
直
面
し
て
い
た
。
反
キ
リ
シ
タ
ン
の
多
い
京
都
で
の
教
界
維
持
の
困
難
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
京
都
で
の
状
況
と
対
照
的
に
堺
の
安
全
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
宣
教
師
達
は
京
都
で

身
の
危
険
が
生
じ
る
と
、
京
都
を
離
れ
て
堺
に
避
難
す
る
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
本
書
翰
に
は
、
「
日
本

全
国
に
お
い
て
、
こ
の
（
堺
の
）(

4
7
)

市
ほ
ど
安
全
な
場
所
は
な
く
、
他
の
国
々
に
ど
れ
ほ
ど
騒
乱
が
起
き
よ

う
と
も
、
当
地
に
お
い
て
は
皆
無
で
あ
り
ま
す
（N

ão há lugar en todo o Japão m
ais seguro que est

a cidade, e por m
ais alvoroços que em

 os outros reinos aja, nela nunqua os há.

）
」
と
あ
る
よ
う



に(
4
8
)

、
宣
教
師
の
間
で
堺
を
避
難
所
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
畿
内
布
教
担
当
の
宣
教
師
は
、

堺
を
唯
一
安
全
を
保
証
で
き
る
場
所
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

   
 
 

お
わ
り
に 

  

以
上
、
一
五
六
二
年
付
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
み
ら
れ
る
畿
内
合
戦
記
事
の
内
容
的
検
討
を
行

っ
た
。
こ
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
挙
げ
よ
う
。
ま
ず
、
畿
内
合
戦
記
事
が
正
確
か
否
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
章
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
邦
文
史
料
と
も
合
致
し
て
お
り
、
日
本
史
の

一
史
料
と
し
て
の
価
値
を
有
す
も
の
と
い
え
る
。 

 

次
に
、
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
章
で
検
討
し
た
結
果
、
本
書
翰
の

引
用
部
分
に
お
い
て
は
、
「
日
本
史
」
は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
を
そ
の
ま
ま
引
用
も
し
く
は
要
約
し
た
も
の
と

判
断
し
て
よ
い(

4
9
)

。
し
か
も
「
日
本
史
」
で
は
固
有
名
詞
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
書
翰
で
は
明
ら

か
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  

続
い
て
、
書
翰
の
発
信
月
日
の
絞
り
込
み
を
行
っ
て
い
こ
う
。
本
書
翰
の
畿
内
合
戦
記
事
の
中
で
、
六
角

義
賢
が
三
好
方
と
和
睦
し
て
京
都
を
退
い
た
記
事
が
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
永
禄
五
年
六
月
二
日
条
に
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
ヴ
ィ
レ
ラ
は
そ
の
記
事
を
書
翰
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

書
翰
は
永
禄
五
年
六
月
二
日
、
西
暦
一
五
六
二
年
七
月
一
日
以
降
に
書
き
認
め
た
こ
と
に
な
る(
5
0)

。
で
は
ヴ

ィ
レ
ラ
は
い
つ
ま
で
堺
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
五
六
三
年
四
月
二
七
日
付
、
堺
発
、
イ
ン
ド
の
イ
エ
ズ

ス
会
員
宛
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
「
一
五
六
二
年
の
九
月
、
〈
す
で
に
通
信
し
た
通
り
〉
当
時
起

こ
っ
て
い
た
合
戦
が
終
わ
っ
た
後
、
私
は
堺
に
一
年
間
滞
在
し
て
い
た
の
で
、
都
を
目
指
し
て
出
発
し
、

同
地
に
到
着
す
る
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
達
に
よ
り
多
大
な
歓
喜
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
ま
し
た
（O

 ano de m
i

l e quinhentos sesenta &
 dous, no m

es de Setem
bro, acabada (com

o lhes escrevi) a guarra, que
 naquelle tem

po ouve m
e parti pera o M

iaco, por aver hum
 anno que estava no Sacay, onde ch

egando fui recebido com
 m

uita alegria dos C
hristãos.

）
」
と
あ
る(

5
1
)

。
一
五
六
二
年
九
月
に
京
都
へ

向
け
て
堺
を
出
発
し
た
と
あ
る
の
で
、
一
五
六
二
年
の
堺．
発．
書
翰
は
そ
れ
よ
り
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
以
上
か
ら
、
本
書
翰
は
一
五
六
二
年
の
七
月
三
日
か
ら
九
月
三
〇
日
の
間
に
発
信
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。 

 

最
後
に
畿
内
布
教
と
畿
内
合
戦
記
事
の
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。
宣
教
師
が
畿
内
で
の
合
戦
を
伝

達
し
た
の
は
、
単
に
畿
内
で
起
き
た
大
事
件
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
畿
内
布
教
に
大
き
く
関
係
す
る

出
来
事
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
翰
に
は
畿
内
で
の
合
戦
に
乗
じ
て
京
都
の
教
会
を
奪
取
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
あ
り
、
戦
争
状
況
が
畿
内
で
の
教
界
維
持
に
影
響
を
与
え
る
様
子
が
書
翰
か
ら
読
み
と
れ
る
。

つ
ま
り
、
絶
え
間
な
い
合
戦
は
日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
大
き
な
障
害
で
あ
り
、
宣
教
師
の
生
命
の

危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ス
が
領
主
達
の
野
望
に
基
づ
く
絶
え
間
な
い
戦

争
が
日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
最
大
の
障
害
の
一
つ
で
あ
る
と
書
翰
で
伝
え
て
い
る
が(

5
2)

、
ま
さ
に
そ

の
通
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
本
章
で
の
検
証
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 


