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は
じ
め
に

　
今
か
ら
四
四
〇
年
ほ
ど
前
の
戦
国
時
代
に
︑
一
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
宣
教
師

が
茶
の
湯
を
用
い
た
宣
教
方
針
を
打
ち
出
し
た
︒
一
五
七
九
年
に
視
察
の
た
め

に
来
日
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
東
イ
ン
ド
管
区
巡
察
師（

1
）

ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
（Alessandro Valignano, S.J., 

一
五
三
九
︱
一
六
〇
六
）
で
あ
る
︒
彼
は

来
日
す
る
と
︑
異
文
化
の
中
で
日
本
人
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
伝
え

る
た
め
の
環
境
を
整
え
た
︒
そ
れ
は
現
地
の
風
習
や
慣
習
な
ど
に
順
応
す
る
も

の
で
︑
現
代
で
は
﹁
適
応
主
義
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
布
教
方
策
で
あ
る（

2
）

︒
日
本

へ
の
布
教
に
際
し
て
は
︑
茶
の
湯
が
採
り
入
れ
ら
れ
た
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は

茶
の
湯
を
通
し
て
︑
日
本
人
と
信
頼
関
係
を
築
く
と
い
う
手
段
を
も
っ
て
布
教

の
準
備
を
行
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
の
規
則
書
が
一
五
八
一
年
︑
豊
後

（
大
分
）
で
作
成
さ
れ
た
﹃
日
本
の
習
俗
と
気
質
に
関
す
る
注
意
と
助
言
﹄

（Advertim
entos e avisos acerca dos costum

es e catangues de Jappão

　
以
下
﹃
日
本

イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
と
称
す
）
と
一
五
九
二
年
︑
滞
在
先
の
マ
カ
オ
で
編

集
さ
れ
た
﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
に
収
録
の
﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂（Regras para o 

C
hanoyuxa

）
及
び
︑﹁
客
の
も
て
な
し
方
規
則
﹂（Regras do que tem

 com
ta de 

agasalhar os hospedes

）
で
あ
る
︒
上
記
史
料
は
︑
ロ
ー
マ
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館

（Archivum
 Rom

anum
 Societatis Iesu

）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

　
本
稿
で
は
主
に
後
者
を
扱
い
︑
そ
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
茶
の
湯
規
則
が
︑

千
利
休
（
一
五
二
二
︱
一
五
九
一
）
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
わ
び
茶
の
影
響
を

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
宣
教
方
針
と
利
休
の
わ
び
茶

ス
ム
ッ
ト
ニ
ー
祐
美
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受
け
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
検
証
す
る
︒
実
際
に
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
と
利
休

は
面
識
︑
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
相
手
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒
両
者
の
接
点
︑
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
期
間
と
利
休
の
動
向

と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
一
五
七
九
年
七
月
か
ら
一
五
八
二
年
二
月
ま

で
の
第
一
次
日
本
視
察
は
︑
利
休
が
織
田
信
長
（
一
五
三
四
︱
一
五
八
二
）
の

茶
頭
を
担
っ
て
い
た
頃
に
当
た
る
︒
続
く
︑
一
五
九
〇
年
七
月
か
ら
一
五
九
二

年
一
〇
月
ま
で
の
第
二
次
日
本
視
察
は
︑
利
休
が
一
五
八
二
年
の
本
能
寺
の
変

以
降
︑
豊
臣
秀
吉
（
一
五
三
七
︱
一
五
九
八
）
の
茶
頭
と
し
て
数
多
く
の
茶
会

を
企
画
し
︑
名
実
と
も
に
天
下
一
の
茶
人
と
し
て
秀
吉
の
茶
の
湯
に
貢
献
し
た

時
期
で
あ
る
︒
さ
ら
に
一
五
八
〇
年
代
か
ら
は
︑
信
長
や
秀
吉
が
行
っ
た
も
の

と
は
異
な
る
茶
の
湯
の
簡
素
化
に
取
り
組
み
︑
一
五
九
一
年
の
自
刃
ま
で
に
草

庵
の
茶
の
湯
︑
い
わ
ゆ
る
わ
び
茶
を
大
成
さ
せ
た
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
日
本
視
察
は
利
休
の
活
躍
し
た
時
期

と
重
な
っ
て
お
り
︑
特
に
再
来
日
の
時
期
に
お
い
て
は
︑
わ
び
茶
が
茶
の
湯
の

世
界
に
登
場
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
宣
教
方
針
に
採

り
入
れ
る
ほ
ど
茶
の
湯
を
重
視
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
当
時
の
茶
の
湯
を
改
革
さ

せ
た
茶
人
利
休
に
も
注
視
し
て
い
た
こ
と
は
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
但
し
︑

ミ
サ
の
所
作
と
茶
の
湯
の
作
法
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
一
方
が
他
方
の

こ
と
を
採
り
入
れ
た
︑
あ
る
い
は
お
互
い
に
影
響
さ
れ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る

中
で
︑
筆
者
は
両
者
に
は
関
連
性
が
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
ミ
サ
の
所
作
と
茶

の
湯
の
作
法
と
が
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
こ

と
を
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
規
則
書
や
報
告
書
の
中
で
取
り
扱
わ
な
い
は
ず
が
な

い
︒
す
な
わ
ち
︑
彼
の
宣
教
方
針
が
教
理
に
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　
研
究
方
法
を
以
下
に
示
す
︒
第
一
章
で
は
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指

針
﹄
の
中
か
ら
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
指
示
に
よ
る
修
道
院
で
行
わ
れ
た
茶
の

湯
の
準
備
態
勢
に
つ
い
て
検
証
す
る
︒

　
第
二
章
で
は
﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
収
録
の
﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
と
﹁
客
の
も

て
な
し
方
規
則
﹂
か
ら
精
神
性
を
示
す
規
則
を
︑﹃
南
方
録
﹄
に
収
録
さ
れ
て

い
る
﹁
覚
書
﹂
か
ら
は
︑
利
休
が
説
く
茶
の
湯
の
心
得
を
挙
げ
︑
両
者
の
共
通

性
を
検
証
す
る
︒
次
に
︑﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
と
﹁
茶
の
湯
者

規
則
﹂﹁
客
の
も
て
な
し
方
規
則
﹂
に
示
す
相
違
点
を
示
し
︑
そ
れ
ら
の
内
容

は
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
中
に
行
わ
れ
て
い
た
茶
の
湯
の
様
式
が
反
映
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
︒
以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
︑
最
終
的
に
﹁
茶

の
湯
者
規
則
﹂
と
﹁
客
の
も
て
な
し
方
規
則
﹂
は
わ
び
茶
の
影
響
が
及
ん
で
い

る
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　
さ
て
︑
本
稿
の
中
で
﹃
南
方
録
﹄
を
歴
史
的
な
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
に
多

少
の
抵
抗
が
あ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
か
つ
て
﹃
南
坊
録
﹄
と
称
さ
れ
︑
利
休

の
茶
の
湯
の
弟
子
で
堺
南
宗
寺
の
南
坊
宗
啓
に
よ
る
利
休
茶
法
の
秘
伝
書
と
伝

え
ら
れ
て
き
た
が
︑
近
年
の
研
究
者
に
よ
っ
て
発
見
者
の
創
作
で
あ
っ
た
と
判

明
し
た
か
ら
で
あ
る
︒﹃
南
方
録
﹄
は
︑
利
休
の
没
後
百
年
の
元
禄
時
代
に
︑

黒
田
藩
士
の
立
花
実
山
（
一
六
五
五
︱
一
七
〇
八
）
に
よ
っ
て
︑
一
巻
﹁
覚
書
﹂︑

二
巻
﹁
会
﹂︑
三
巻
﹁
棚
﹂︑
四
巻
﹁
書
院
﹂︑
五
巻
﹁
台
子
﹂︑
六
巻
﹁
墨
引
﹂︑
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七
巻
﹁
滅
後
﹂
の
全
七
巻
が
発
見
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
近
年

の
研
究
に
お
い
て
﹃
南
方
録
﹄
は
︑
実
山
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
書
と
結
果
づ

け
ら
れ
て
い
る
︒
今
日
で
は
戸
田
勝
久
氏
︑
筒
井
紘
一
氏
︑
熊
倉
功
夫
氏
な
ど

に
よ
っ
て
再
評
価
が
行
な
わ
れ
︑
創
作
と
は
い
え
︑
古
田
織
部
の
茶
の
流
れ
を

汲
む
茶
人
の
実
山
が
︑
利
休
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
調
査
の
上
︑
整
理
し
て
編
集

し
た
と
す
る
新
た
な
価
値
が
見
出
さ
れ
た
︒
筒
井
氏
は
﹁
覚
書
﹂
と
﹁
滅
後
﹂

に
つ
い
て
︑
利
休
の
わ
び
茶
を
理
解
す
る
上
で
入
門
的
な
要
件
を
満
た
し
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
規
則
に
示
す
茶
の

湯
の
精
神
的
側
面
と
︑
利
休
の
わ
び
茶
の
精
神
と
の
共
通
性
を
検
証
す
る
た
め

に
﹃
南
方
録
﹄
を
用
い
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
判
断
し
た
︒

　
以
上
の
研
究
で
導
き
出
さ
れ
た
結
果
か
ら
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
第
二
次
日

本
視
察
を
通
し
て
わ
び
茶
を
見
極
め
て
︑
修
道
院
の
茶
の
湯
に
お
い
て
も
同
様

の
も
て
な
し
態
勢
を
整
え
て
い
た
と
い
う
︑
新
た
な
キ
リ
ス
ト
教
と
茶
の
湯
と

の
交
流
に
つ
い
て
検
証
す
る
︒

　
加
え
て
︑﹁
客
に
必
要
な
道
具
目
録
﹂（Rol dos D

ogus que são necessarios para 

os hospedes

）
と
﹁
料
理
人
規
則
﹂（Regras do cozinheiro

）
を
挙
げ
て
︑
修
道
院

で
は
茶
の
湯
と
共
に
料
理
が
振
舞
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
両
者
は
今

回
は
じ
め
て
使
用
し
た
史
料
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
本
稿
で
も
検
証
の
前
提
と
し
て
重
要
と
考
え
︑
拙
著
﹃
茶
の
湯
と
イ

エ
ズ
ス
会
宣
教
師
︱
︱
中
世
の
異
文
化
交
流
﹄（
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
六
）
で

用
い
た
史
料
を
重
複
し
て
提
示
す
る
︒

一
　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
第
一
次
日
本
視
察

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
︑
ス
ペ
イ
ン
支
配
下
に
あ
っ
た
ナ
ポ
リ
王
国
の
ア
ブ

ル
ッ
ツ
ォ
地
方
キ
エ
ー
テ
ィ
出
身
で
あ
る
︒
ヴ
ェ
ニ
ス
共
和
国
の
パ
ド
ヴ
ァ
大

学
で
民
法
学
を
学
び
︑
一
九
歳
に
て
博
士
号
を
取
得
し
た
︒
一
五
六
六
年
イ
エ

ズ
ス
会
入
会
︑
コ
ッ
レ
ー
ジ
ョ
・
ロ
マ
ー
ノ
（
ロ
ー
マ
学
院
）
を
卒
業
︑

一
五
七
〇
年
に
司
祭
と
な
り
︑
一
五
七
三
年
︑
東
イ
ン
ド
管
区
巡
察
師
に
抜
擢

さ
れ
た
︒
翌
一
五
七
四
年
に
リ
ス
ボ
ン
か
ら
東
洋
へ
向
け
て
出
帆
し
︑
イ
ン
ド

や
中
国
な
ど
の
視
察
を
経
て
︑
一
五
七
九
年
︑
口
之
津
（
長
崎
）
に
上
陸
し
た
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
来
日
す
る
と
︑
翌
一
五
八
〇
年
か
ら
一
五
八
一
年
に
か

け
て
九
州
か
ら
五
畿
内
ま
で
の
視
察
に
赴
い
た
︒
そ
の
途
上
の
豊
後
（
大
分
）︑

都
（
京
都
）︑
下
（
長
崎
）
の
三
个
所
で
は
︑
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
第
一
回
協
議
会

を
開
催
し
︑
こ
れ
ま
で
日
本
人
と
イ
エ
ズ
ス
会
員
と
の
間
で
生
じ
て
き
た
問
題

に
つ
い
て
司
祭
た
ち
と
討
論
し
た
︒
一
五
八
二
年
に
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が

裁
決
を
下
し
た（

3
）

︒

　
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
キ
リ
シ
タ
ン
大
名

の
大
村
純
忠
（
一
五
三
三
︱
一
五
八
七
）︑
有
馬
晴
信
（
一
五
六
七
︱
一
六
一
二
）︑

そ
し
て
大
友
宗
麟
（
一
五
三
〇
︱
一
五
八
七
）
か
ら
︑
宣
教
師
た
ち
の
振
舞
い

に
つ
い
て
苦
情
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
内
容
は
一
五
九
五
年

一
一
月
二
三
日
︑
ゴ
ア
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
へ
宛
て
た
次
の
書
簡
に
み
ら
れ
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る
︒

我
々
の
住
院
（
修
道
院
︱
引
用
者
注
）
に
お
け
る
ふ
る
ま
い
は
日
本
の
習

慣
と
全
く
違
っ
て
お
り
︑
否
︑
反
し
て
い
る
か
ら
︑
彼
ら
が
我
が
住
院
を

訪
れ
る
た
び
に
甚
だ
不
愉
快
に
感
じ
て
帰
っ
て
行
く
の
で
あ
る
︒（
中
略
）

そ
の
領
内
に
住
ん
で
い
る
神
父
た
ち
が
︑
日
本
人
の
上
品
な
風
俗
と
礼
儀

を
守
ろ
う
と
少
し
も
努
力
し
な
い
の
は
︑
全
く
無
分
別
だ
と
思
っ
て
い
る
︒

毎
日
の
よ
う
に
宣
教
師
た
ち
が
武
士
に
対
し
︑
否
︑
自
分
ら
（
領
主
︱
訳

者
注
）
に
対
し
て
さ
え
︑
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
無
礼
や
非
常
識
的
な
こ

と
を
行
な
っ
て
い
る（

4
）

︒

　
こ
れ
が
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
来
日
当
初
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
に
対
す
る
領
主
た
ち

の
評
価
で
あ
っ
た
︒
宣
教
師
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
習
慣
を
そ
の
ま
ま
生
活
に

持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
が
︑
宣
教
の
重
大
な
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
過
去
に
行
わ
れ
て
き
た
宣
教
の
あ
り
方
を
見
直
し
︑
布
教

の
障
害
と
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
習
慣
を
取
り
除
き
︑
代
わ
っ
て
日
本
の
慣
習
を

積
極
的
に
採
用
し
た
︒
そ
の
一
つ
が
︑
主
に
武
将
や
豪
商
た
ち
の
間
で
盛
ん
に

嗜
ま
れ
て
い
た
茶
の
湯
で
あ
っ
た
︒

︵
1
︶
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
中
の
茶
の
湯

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
中
に
は
︑
京
都
や
奈
良
︑
堺
を
中
心
に
茶
の
湯
が

流
行
し
た
︒
茶
の
湯
の
歴
史
に
し
た
が
え
ば
︑
こ
の
時
代
は
織
田
信
長
が
天
下

統
一
を
目
指
し
て
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
過
程
で
︑
茶
の
湯
を
政
治
の
一
環
と

し
て
用
い
て
い
た
︒
信
長
政
権
の
中
で
茶
の
湯
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
︑
家
臣
た
ち
も
茶
の
湯
を
身
に
付
け
茶
会
に
臨
む
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
結
果
︑

茶
の
湯
は
単
な
る
嗜
み
で
は
な
く
身
分
の
高
い
武
将
た
ち
の
実
力
を
象
徴
す
る

も
の
と
な
っ
た
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
視
察
の
先
々
で
茶
の
湯
を
目
撃
︑
ま
た
は
体
験
し
た
こ

と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
様
態
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
︑
彼
が
武

将
た
ち
の
嗜
む
茶
の
湯
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
や
茶
の
湯
の
知
識
が
あ
っ
た
こ

と
は
︑
視
察
を
終
え
一
五
八
三
年
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
向
か
う
途
中
の
コ
チ
ン
に

お
い
て
︑
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
に
宛
て
た
次
の
﹃
日
本
諸
事
要
録
﹄（
以
下
﹃
日

本
巡
察
記
﹄
と
称
す
）
に
認
め
ら
れ
る
︒

日
本
で
は
一
般
に
茶
と
称
す
る
草
の
粉
末
と
湯
と
で
作
る
一
種
の
飲
物
が

用
い
ら
れ
て
い
る
︒
彼
等
の
間
で
は
︑
は
な
は
だ
重
視
さ
れ
︑
領
主
達
は

こ
と
ご
と
く
︑
そ
の
屋
敷
の
中
に
こ
の
飲
物
を
作
る
特
別
の
場
所
を
持
っ

て
い
る
︒
日
本
で
は
熱
い
水
は
湯
︑
こ
の
草
は
茶
と
呼
ば
れ
る
の
で
︑
こ

の
為
指
定
さ
れ
た
場
所
を
茶
の
湯
（
茶
室
︱
引
用
者
注
）
と
称
す
る
︒
日

本
で
は
も
っ
と
も
尊
重
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
身
分
の
高
い
領
主
達
は
︑
こ

の
不
味
い
飲
物
の
作
り
方
を
特
に
習
っ
て
お
り
︑
客
に
対
し
愛
情
と
歓
待

を
示
す
た
め
に
︑
し
ば
し
は
自
ら
こ
の
飲
物
を
作
る（

5
）

︒
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ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
抹
茶
の
点
て
方
︑
茶
室
︑
武
将
た
ち
が
茶
の
湯
を
重
ん

じ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
認
識
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
茶
の
湯
事
情
を
把
握
す

る
こ
と
が
︑
将
来
の
布
教
活
動
に
重
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
が
ゆ
え
に
︑
総
長

へ
伝
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
報
告
は
信
長
政
権
に
お
い
て
︑
茶
の
湯
の
嗜
み
が

い
か
に
肝
要
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
︒

　
身
分
の
高
い
領
主
た
ち
と
は
︑
た
と
え
ば
信
長
の
家
臣
で
あ
る
︒
安
土
城
の

大
手
道
周
辺
に
は
羽
柴
秀
吉
や
前
田
利
長
︑
徳
川
家
康
︑
そ
し
て
信
長
の
右
筆

で
あ
っ
た
武
井
夕
庵
な
ど
の
身
分
の
高
い
武
将
た
ち
が
屋
敷
を
構
え
て
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る（

6
）

︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
信
長
か
ら
招
待
を
受
け
て
安
土
山
に

約
一
ヵ
月
ほ
ど
滞
在
し
て
お
り
︑
そ
の
機
会
に
彼
ら
の
稽
古
に
励
む
光
景
を
見

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
ほ
か
に
も
︑
豊
後
で
は
大
友
宗
麟
の
居
館
を
訪
れ
︑

茶
の
湯
の
接
待
を
受
け
て
い
る（

7
）

︒
京
都
へ
向
か
う
途
中
の
高
槻
で
は
︑
キ
リ
ス

ト
教
信
者
で
利
休
の
七
哲
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
茶
人
で
も
あ
っ
た
高
山
右

近
（
一
五
五
二
︱
一
六
一
五
）
を
訪
ね
て
い
る
︒

　
以
上
が
︑
第
一
次
日
本
視
察
時
期
に
行
な
わ
れ
た
茶
の
湯
の
実
態
で
あ
る
︒

故
に
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
精
神
性
を
第
一
と
す
る
わ
び
茶
を
目
撃
す
る
ま
で

に
は
︑
次
の
来
日
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

︵
2
︶﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
に
み
る
茶
の
湯
規
則

　
一
五
八
一
年
一
〇
月
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
豊
後
へ
戻
る
と
︑
視
察
で
収
集

し
た
情
報
や
協
議
会
で
討
議
さ
れ
た
問
題
点
な
ど
に
基
づ
き
︑
日
本
の
礼
儀
作

法
や
慣
習
に
し
た
が
う
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
し
た
︒
そ
れ
が
﹃
日
本

イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
で
あ
る
︒
彼
は
イ
エ
ズ
ス
会
員
が
こ
の
指
針
に
し

た
が
う
こ
と
で
︑
日
本
社
会
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
権
威
を
示
し
︑
キ
リ
シ
タ
ン
か

ら
の
信
頼
を
回
復
さ
せ
た
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
イ
エ
ズ
ス
会
が
日
本
人
の
習

慣
に
歩
み
寄
る
と
い
う
方
策
を
投
じ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え

る
た
め
の
準
備
を
行
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
日
常
的
に
多
く
の
日
本
人
が
修
道
院
を
訪
れ
る
中
︑
客
に
茶
の
湯
を
振
舞
う

こ
と
は
礼
法
と
し
て
大
前
提
で
あ
っ
た
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
キ
リ
ス
ト
教
信

者
の
領
主
や
異
教
徒
の
有
力
者
な
ど
の
訪
問
に
際
し
て
︑
茶
の
湯
の
準
備
を
確

立
し
た
︒
そ
の
実
態
は
︑
以
下
の
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
四
五

項
目
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
か
ら
す
べ
て
の
カ
ザ
（
修
道
院
︱
引
用
者
注
）
に
は
︑
清
潔
で
︑
し

か
も
よ
く
整
頓
さ
れ
た
茶
の
湯
（
湯
を
飲
む
場
所
︱
訳
者
注
）
を
設
け
︑

ま
た
カ
ザ
に
い
つ
も
住
ん
で
い
て
︑
し
か
も
茶
の
湯
に
つ
い
て
な
に
が
し

か
の
心
得
の
あ
る
同
宿
ま
た
は
他
の
だ
れ
か
を
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

殊
に
立
派
な
ひ
と
び
と
の
集
ま
る
と
こ
ろ
で
は
そ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
訪

問
者
の
身
分
に
応
じ
て
接
待
を
行
な
う
た
め
に
︑
二
︑ 

三
種
類
の
茶
（
あ

る
種
の
草
︱
訳
者
注
）︑
即
ち
ひ
と
つ
は
大
変
上
等
な
も
の
︑
そ
の
他
は
こ

れ
よ
り
質
の
落
ち
る
も
の
を
備
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
茶
の
湯

の
世
話
を
す
る
ひ
と
は
︑
そ
こ
で
は
手
仕
事
を
す
べ
き
で
は
な
く
︑
読
み
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書
き
や
茶
を
碾
く
こ
と
︑
茶
の
湯
に
関
係
の
あ
る
こ
と
を
す
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

8
）

︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
よ
る
第
一
の
指
示
は
︑
す
べ
て
の
修
道
院
に
清
掃
で
整

理
整
頓
さ
れ
た
茶
室
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
彼
は
日
本
人
が
生
活
環
境

を
清
潔
に
保
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
︑﹃
日
本
巡
察
記
﹄
の
中
で

﹁
一
切
の
も
の
を
日
本
の
風
習
通
り
清
潔
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
報
じ
て
い

る（
9
）

︒
特
に
茶
室
は
清
浄
な
空
間
と
し
て
日
本
人
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
︑

入
念
な
清
掃
は
肝
要
で
あ
っ
た
︒

　
茶
の
湯
の
仕
事
は
主
に
日
本
人
の
補
佐
役
︑
同
宿
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
︒
こ

の
同
宿
に
つ
い
て
は
﹁
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
第
一
回
協
議
会
﹂
一
六
項
に
﹁
将
来

仏
僧
と
な
る
た
め
に
僧
院
で
育
て
ら
れ
る
若
者
の
階
級
﹂
と
い
う
解
説
が
み
ら

れ
る（

10
）

︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
日
本
人
に
分
か
り
易
い
よ
う
に
︑
イ
エ
ズ
ス
会
の

位
に
も
同
宿
と
い
う
仏
教
で
用
い
ら
れ
て
い
る
階
級
名
称
を
借
用
し
て
︑
宣
教

の
向
上
を
図
っ
た
の
で
あ
る
︒
一
五
八
二
年
ま
で
に
一
〇
〇
名
の
同
宿
が
イ
エ

ズ
ス
会
に
仕
え
︑
一
六
〇
四
年
に
は
二
六
六
名
ま
で
に
達
し
た（

11
）

︒

　
茶
の
湯
の
接
待
は
日
本
人
で
あ
っ
て
も
専
門
知
識
と
経
験
が
必
要
で
あ
り
︑

片
手
間
に
行
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
信
長
や
ほ
か
の
武
将

た
ち
よ
り
茶
の
湯
の
席
に
招
か
れ
︑
一
流
茶
人
に
よ
る
所
作
を
見
て
い
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
︒
彼
は
イ
エ
ズ
ス
会
に
お
い
て
も
茶
の
湯
や
慣
習
な
ど
に

精
通
す
る
同
宿
を
選
抜
し
て
︑
日
本
の
上
流
階
級
が
嗜
む
茶
の
湯
に
等
し
い
も

て
な
し
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
︒

　﹁
立
派
な
ひ
と
び
と
の
集
ま
る
と
こ
ろ
﹂
と
は
︑
政
治
の
中
心
地
で
あ
る
京

都
や
経
済
的
発
展
を
遂
げ
た
堺
︑
信
長
の
家
臣
た
ち
が
住
む
安
土
城
下
な
ど
の

地
域
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
彼
ら
の
屋
敷
近
く
に
建
て
ら
れ
た

修
道
院
に
は
一
段
の
注
意
を
払
い
︑
茶
室
を
設
け
茶
の
湯
担
当
者
を
常
駐
さ
せ

た
︒
修
道
院
に
は
品
質
別
に
二
︑ 

三
種
類
の
抹
茶
が
常
備
さ
れ
︑
客
の
身
分
に

し
た
が
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
た
︒
以
上
が
︑
イ
エ
ズ
ス
会
修
道
院
で
規
範
に
定

め
ら
れ
た
茶
の
湯
の
準
備
態
勢
で
あ
る
︒

︵
3
︶﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
に
み
る
修
道
院
の
茶
室

　
次
に
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
意
図
す
る
接
客
の
間
に
つ
い
て
検
証
す
る
︒
以
下

は
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
一
五
四
項
目
に
示
す
修
道
院
内
の
座

敷
設
計
で
あ
る
︒

ど
の
カ
ザ
に
お
い
て
も
︑
よ
そ
か
ら
来
る
人
の
た
め
に
︑
少
な
く
と
も
階

下
に
周
囲
に
縁
側
の
あ
る
二
室
一
組
の
座
敷
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑

そ
の
う
ち
の
一
室
は
茶
の
湯
の
た
め
の
室
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒（
中
略
）
ま
た
こ
れ
ら
の
座
敷
の
縁
側
の
前
に
は

立
派
に
こ
し
ら
え
ら
れ
︑
か
つ
整
備
さ
れ
た
庭
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
し
て
縁
側
は
部
屋
に
入
っ
た
り
出
た
り
す
る
際
に
行
な
わ
れ
る
日
本
の

礼
儀
作
法
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
︑
日
本
風
に
パ
ー
ド



ヴァリニャーノの宣教方針と利休のわび茶

41

レ
や
カ
ザ
の
他
の
召
使
が
一
方
か
ら
座
敷
に
入
り
︑
客
人
が
他
方
か
ら
入

る
の
に
便
利
で
あ
る
よ
う
に
︑
ま
た
客
人
が
ど
ち
ら
側
︑
カ
ザ
の
も
の
が

ど
ち
ら
側
に
座
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ

う
に
造
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る（

12
）

︒

　
上
記
に
は
具
体
的
な
座
敷
の
間
取
り
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
が
視
察
を
通
し
て
︑
有
力
な
武
将
た
ち
の
屋
敷
に
設
置
さ
れ
た
茶
室

や
座
敷
︑
庭
園
な
ど
を
目
撃
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
上
流
階
級
の
屋
敷
の

間
取
り
は
安
土
桃
山
時
代
の
作
品
で
︑
狩
野
派
の
絵
師
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
多
賀
大
社
所
蔵
﹁
調
馬
・
厩
馬
図
屏
風
﹂
の
右
隻
﹁
調
馬
図
屏
風
﹂
部
分

（
図
1
）
に
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
日
本
視
察
時
期
の

武
家
屋
敷
の
特
徴
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒

　
指
針
に
よ
れ
ば
︑
座
敷
の
条
件
は
﹁
周
囲
に
縁
側
の
あ
る
二
室
一
組
の
座

敷
﹂
が
設
置
さ
れ
︑﹁
一
室
は
茶
の
湯
の
た
め
の
室
﹂
と
す
る
も
の
で
︑
こ
れ

は
屏
風
に
も
描
か
れ
て
い
る
︒
屋
敷
に
は
縁
側
に
囲
ま
れ
た
二
つ
の
部
屋
が
設

け
ら
れ
︑
奥
は
座
敷
︑
手
前
が
茶
室
で
あ
る
︒
座
敷
で
は
庭
に
向
い
坐
っ
て
い

る
客
と
︑
そ
の
右
側
の
亭
主
︑
そ
し
て
小
姓
ら
し
き
者
た
ち
が
︑
庭
先
で
調
馬

に
挑
む
武
将
た
ち
の
様
子
を
眺
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
隣
接
さ
れ
た
茶
室
で
は
︑

頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
茶
人
が
茶
を
点
て
︑
小
姓
が
茶
を
客
へ
持
ち
運
ぶ
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
︒

　
庭
の
条
件
は
﹁
立
派
に
こ
し
ら
え
ら
れ
︑
か
つ
整
備
さ
れ
た
庭
﹂
と
い
う
も

図1　多賀大社所蔵「調馬・厩馬図屏風」（右隻）
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の
で
あ
る
︒
屏
風
に
は
屋
敷
の
後
方
に
立
派
な
桜
と
剪
定
さ
れ
た
松
の
木
が
描

か
れ
て
お
り
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
指
示
と
の
一
致
が
み
ら
れ
る
︒

　
接
客
作
法
は
﹁
客
人
が
ど
ち
ら
側
︑
カ
ザ
の
も
の
が
ど
ち
ら
側
に
座
を
し
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
﹂
と
い
う
︑
上
座
と
下

座
の
決
ま
り
事
で
あ
る
︒
屏
風
に
は
座
敷
の
奥
に
金
屏
風
が
置
か
れ
︑
そ
の
前

で
庭
の
様
子
を
見
て
い
る
客
の
場
所
が
上
座
で
︑
縁
側
で
控
え
て
い
る
家
臣
ら

の
場
所
が
下
座
で
あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
よ
る
修
道
院
の
接
客
間
設
計
と
﹁
調

馬
・
厩
馬
図
屏
風
﹂
を
照
合
す
る
と
︑
そ
の
間
取
り
は
当
時
の
上
層
階
級
の
屋

敷
建
築
を
採
用
し
た
も
の
で
︑
彼
の
指
示
は
日
本
の
儀
礼
に
適
っ
た
座
敷
設
計

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
但
し
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
一
五
六
項

目
で
︑
教
会
と
聖
堂
の
外
観
に
つ
い
て
は
日
本
式
で
は
な
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

建
築
に
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る（

13
）

︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
建
物
を
日

本
の
寺
院
に
真
似
て
建
て
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
一
方
で

接
待
の
場
所
は
日
本
の
習
慣
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
る
が
︑
他
方
で
教
会
や

聖
堂
な
ど
の
聖
な
る
空
間
に
対
し
て
は
︑
異
教
徒
の
伝
統
を
採
用
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
︒
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
根
幹
に
関
わ
る
領
域
は
認
め
な
い

と
い
う
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
判
断
規
準
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
第
一
次
視
察
を
通
し
て
信
長
が
茶
の
湯
に
執
着
し
て
い

た
こ
と
で
︑
武
将
や
豪
商
た
ち
が
茶
の
湯
に
特
別
な
価
値
を
置
い
て
い
る
様
子

を
目
撃
し
た
︒
堺
の
都
市
で
は
活
気
あ
ふ
れ
る
茶
の
湯
文
化
の
様
子
を
目
の
当

た
り
に
し
て
︑
京
都
で
は
雅
な
伝
統
文
化
に
触
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ

う
な
光
景
を
見
た
時
︑
礼
法
を
身
に
付
け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
痛
感
し
た
に
違

い
な
い
︒
特
に
宣
教
の
許
可
を
得
る
手
段
と
し
て
︑
最
高
権
力
者
で
あ
る
織
田

信
長
や
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
な
ど
の
支
配
階
級
に
対
す
る
働
き
か
け
は
肝
要
で
︑

上
流
階
級
が
嗜
む
茶
の
湯
の
作
法
は
宣
教
師
た
ち
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の

と
な
っ
た
︒
故
に
︑
こ
の
こ
と
は
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士

礼
法
指
針
﹄
の
中
で
︑
茶
の
湯
関
連
事
項
を
収
録
し
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た

の
で
あ
る
︒
彼
は
視
察
で
見
聞
き
し
た
情
報
や
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
な
ど
の
助
言

に
基
づ
き
︑
信
長
の
時
代
に
行
わ
れ
た
茶
の
湯
に
等
し
い
接
待
を
修
道
院
の
中

で
行
え
る
よ
う
環
境
を
整
え
た
の
で
あ
る
︒

︵
4
︶﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
に
み
る
修
道
院
の
饗
応

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
の
ほ
か
に
︑
修
道
院
に
お
い
て
饗
応
の
態
勢
を

整
え
た
︒﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
四
章
﹁
盃
と
肴
の
や
り
と
り

を
す
る
に
あ
た
っ
て
と
る
べ
き
方
法
に
つ
い
て
﹂
に
は
︑
一
六
項
目
に
及
ぶ
酒

と
肴
の
接
待
に
つ
い
て
詳
細
な
指
示
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
章
の
冒
頭
で
は

﹁
こ
こ
で
は
た
だ
日
本
人
と
付
き
合
っ
て
行
け
る
（
原
文
マ
マ
）
た
め
に
︑
我
々

が
知
ら
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
を
で
き
る
だ
け
簡
単
に
述
べ
て
お
こ

う（
14
）

﹂
と
あ
り
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
宣
教
師
た
ち
が
日
本
の
習
慣
に
し
た
が
わ

な
い
ば
か
り
に
︑
日
本
人
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
注
意
を
払
っ
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た
︒
指
針
に
よ
れ
ば
︑
盃
と
肴
は
客
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
く
︑
タ
イ
ミ
ン
グ
を

計
ら
い
振
舞
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
︒
以
下
の
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指

針
﹄
第
九
六
項
目
は
︑
そ
の
指
示
で
あ
る
︒

そ
の
ひ
と
の
身
分
に
応
じ
て
︑
盃
を
一
度
︑
あ
る
い
は
二
度
︑
あ
る
い
は

三
度
勧
め
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
客
人
が
最
初
の
を
飲
ん
で
い
る
間
に
︑

給
仕
す
る
者
の
方
は
肴
を
載
せ
た
膳
を
運
ん
で
行
っ
て
︑
同
じ
よ
う
に
座

敷
の
第
一
の
席
の
近
く
に
置
き
︑
そ
こ
か
ら
客
人
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を

と
り
︑
彼
に
も
う
一
度
飲
む
よ
う
に
勧
め
︑
そ
し
て
肴
を
食
べ
終
っ
た
ら
︑

酒
瓶
を
手
に
し
て
盃
を
と
る
よ
う
に
勧
め
︑
つ
い
で
ま
た
肴
を
勧
め
な
く

て
は
な
ら
な
い（

15
）

︒

　
こ
の
指
針
は
︑
酒
を
飲
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
饗
応
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
︒

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
中
に
は
︑
未
だ
に
室
町
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
本
膳

料
理
の
形
式
が
残
さ
れ
て
い
た
︒
給
仕
の
者
は
客
に
一
献
し
︑
そ
の
後
も
数
度

に
渡
っ
て
酒
を
勧
め
る
︒
そ
の
間
に
は
膳
に
載
せ
た
肴
が
客
の
前
へ
運
び
出
さ

れ
︑
皿
に
取
り
分
け
ら
れ
た
︒

　
肴
に
つ
い
て
一
六
〇
三
年
︑
イ
エ
ズ
ス
会
の
長
崎
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
葡
辞

書
﹄
に
は
﹁
肉
や
魚
な
ど
の
よ
う
な
食
物
︒
ま
た
︑
何
で
あ
れ
︑
酒
を
飲
む
時

に
お
か
ず
と
し
て
食
べ
る
嗜
好
物
﹂
と
あ
る（

16
）

︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
視
察
の
途
中
で
︑
信
長
や
ほ
か
の
貴
人
た
ち
よ
り
饗
応

の
席
に
招
か
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
そ
の
様
子
を
示
す
記
録
は
な
い

が
︑
以
下
に
信
長
か
ら
招
か
れ
た
二
名
に
よ
る
記
述
を
提
示
し
て
︑
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
が
上
記
に
示
す
よ
う
な
饗
応
を
注
視
し
て
い
た
背
景
を
考
察
し
た
い
︒

　
イ
エ
ズ
ス
会
の
中
で
信
長
を
よ
く
知
る
宣
教
師
と
い
え
ば
︑
第
一
に
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
の
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
（Luis Fróis, S.J., 

一
五
三
二
︱
一
五
九
七
）
が
挙

げ
ら
れ
る
︒
彼
は
一
五
六
三
年
に
来
日
を
果
た
し
︑
一
五
六
五
年
か
ら

一
五
七
六
年
ま
で
の
約
一
二
年
間
を
五
畿
内
地
方
の
宣
教
に
費
や
し
て
い
る
︒

一
五
六
八
年
四
月
に
は
︑
足
利
義
昭
の
将
軍
御
所
と
し
て
改
築
中
の
二
条
城
の

建
築
現
場
に
お
い
て
信
長
に
最
初
の
謁
見
を
遂
げ（

17
）

︑
そ
の
後
は
一
八
回
以
上
に

及
ぶ
会
見
を
通
し
て
︑
布
教
へ
の
支
援
と
庇
護
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
一
五
七
二
年
︑
フ
ロ
イ
ス
は
布
教
長
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
（Francisco 

C
abral, S.J., 

一
五
三
三
︱
一
六
〇
九
）
に
し
た
が
い
岐
阜
の
信
長
を
訪
ね
︑
そ
の

時
の
様
子
を
﹃
日
本
史
﹄
に
書
き
綴
っ
た
︒

食
事
の
時
間
に
な
る
と
︑
信
長
は
内
部
か
ら
第
一
の
膳
を
手
に
し
て
来
て
︑

こ
れ
を
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
師
の
前
に
置
き
︑
つ
い
で
立
ち
去
っ

た（
18
）

︒

　
信
長
は
食
膳
を
自
ら
カ
ブ
ラ
ル
の
も
と
へ
運
び
︑
手
厚
く
も
て
な
し
た
︒
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
フ
ロ
イ
ス
が
﹁
第
一
の
膳
﹂
と
記
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
は
本
膳
を
示
し
︑
続
い
て
第
二
の
膳
︑
も
し
く
は
第
三
の
膳
ま
で
が
持
ち
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出
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
内
容
で
あ
る
︒
短
い
文
で
は
あ
る
が
︑
当
時
の
饗

応
を
示
す
報
告
と
し
て
の
意
味
は
大
き
い
︒

　
イ
エ
ズ
ス
会
通
辞
の
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
ツ
ヅ
（João Rodrigues 

T
çuzu, S.J., 

一
五
六
一
︱
？
）
は
︑
織
豊
期
に
出
さ
れ
た
食
膳
の
数
に
つ
い
て

﹃
日
本
教
会
史
﹄
の
中
で
︑
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

信
長
や
太
閤
の
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
始
め
て
︑
現
在
王
国
全
土
に
広
ま
っ

て
い
る
当
世
風
の
宴
会
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
そ
の
時
代
以
降
多
く
の

事
を
改
め
︑
余
分
な
も
の
︑
煩
わ
し
い
も
の
を
棄
て
去
っ
て
︑
そ
の
古
い

習
慣
を
変
え
る
と
共
に
︑
宴
会
に
関
し
て
も
︑
さ
ら
に
平
常
の
食
事
に
至

る
ま
で
︑
大
い
に
改
善
し
た
︒（
中
略
）
食
台
の
数
を
五
つ
と
か
七
つ
と

か
そ
ろ
え
る
こ
と
は
棄
て
て
用
い
ら
れ
な
く
な
り
︑
普
通
に
は
三
つ
の
も

の
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た（

19
）

︒

　
上
記
は
信
長
や
秀
吉
の
時
代
に
入
り
︑
足
利
将
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た

武
家
文
化
と
し
て
の
正
式
な
本
膳
料
理
や
儀
礼
的
な
五
つ
︑
七
つ
の
食
膳
が
改

め
ら
れ
︑
三
つ
の
食
膳
が
一
般
的
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
慣
習

を
踏
ま
え
る
と
︑
信
長
の
カ
ブ
ラ
ル
へ
の
も
て
な
し
は
三
つ
の
膳
が
持
ち
出
さ

れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　
信
長
が
客
に
三
膳
の
料
理
を
供
し
て
い
た
こ
と
は
︑
堺
の
豪
商
で
茶
人
の
津

田
宗
及
に
よ
る
﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る（

20
）

︒
カ
ブ
ラ
ル
一
行

の
出
来
事
か
ら
二
年
後
の
一
五
七
四
年
二
月
三
日
︑
宗
及
は
信
長
よ
り
茶
会
に

招
か
れ
岐
阜
城
へ
参
上
し
︑
室
礼
や
料
理
仕
立
︑
使
わ
れ
た
食
器
な
ど
を
茶
会

記
に
書
き
留
め
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
当
日
は
本
膳
料
理
で
︑
三
膳
の
料
理
が

用
意
さ
れ
た
︒
ほ
か
に
も
信
長
は
一
五
七
三
年
一
一
月
二
三
日
の
妙
覚
寺
茶
会

に
お
い
て
も
︑
客
に
三
膳
の
料
理
を
振
舞
っ
て
い
た
こ
と
が
﹃
天
王
寺
屋
会

記
﹄
か
ら
認
め
ら
れ
る（

21
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
中
に
は
︑
未
だ
に
室
町
時
代
に
行
わ

れ
て
き
た
武
家
の
正
式
な
本
膳
料
理
の
な
ご
り
が
あ
っ
た
︒
故
に
彼
は
日
本
の

作
法
で
は
盃
と
肴
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会

士
礼
法
指
針
﹄
の
中
に
詳
細
な
指
示
を
収
め
た
の
で
あ
る
︒

　
但
し
︑
イ
エ
ズ
ス
会
員
の
日
常
生
活
で
は
質
素
な
食
事
が
定
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
論
じ
て
お
き
た
い
︒
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
第
一
回
協
議
会
の
議
題
第
一
七

で
は
︑
修
道
院
の
日
常
の
食
事
に
つ
い
て
討
議
さ
れ
た
︒
仏
僧
た
ち
は
肉
も
魚

も
摂
取
す
る
こ
と
な
く
︑
精
進
料
理
を
守
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
︑
宣
教
師
た

ち
が
日
本
人
か
ら
不
潔
と
見
な
さ
れ
て
い
る
牛
や
豚
を
食
べ
て
い
る
こ
と
で
︑

宣
教
の
大
き
な
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
﹁
全
員

が
給
仕
に
も
食
物
の
質
と
調
理
に
も
慣
れ
て
︑
万
事
を
極
力
日
本
風
に
行
う
よ

う
賢
慮
と
慎
重
さ
を
も
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

22
）

﹂
と
命
じ
て
︑
次
の

裁
決
を
下
し
た
︒

パ
ー
ド
レ
と
イ
ル
マ
ン
の
日
常
の
食
物
は
︑
米
︑
汁
︑
日
本
風
に
調
理
さ
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れ
た
二
種
類
の
菜
︑
お
よ
び
果
物
あ
る
い
は
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
食
後

の
食
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
米
︑
汁
︑
お
よ

び
食
事
を
す
る
者
が
請
求
す
る
も
の
に
応
じ
て
お
か
わ
り
を
す
る
再
進
飯

に
関
し
て
は
給
仕
し
︑
随
時
酒
の
酌
と
湯
を
廻
し
︑
給
仕
と
食
事
に
つ
い

て
は
日
本
の
規
則
と
慣
習
を
遵
守
す
る
こ
と（

23
）

︒

　
こ
れ
に
よ
り
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
献
立
か
ら
牛
や
豚
な
ど
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方

法
で
調
理
さ
れ
る
食
物
が
排
除
さ
れ
︑
代
わ
っ
て
ご
飯
と
汁
︑
日
本
風
に
調
理

さ
れ
た
二
種
類
の
菜
︑
食
後
に
は
果
物
︑
あ
る
い
は
ほ
か
の
食
物
が
定
め
ら
れ

た
︒
こ
れ
は
茶
会
の
懐
石
料
理
で
い
う
一
汁
二
菜
と
同
様
の
仕
立
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
四
章
一
七
項
目
に
示
す
内
容

は
︑
あ
く
ま
で
も
客
に
対
す
る
も
て
な
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
約
一
年
半
の
第
一
次
日
本
視
察
を
通
し
て
︑
日
本
に
は

用
途
に
応
じ
て
様
々
な
慣
習
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
︒
彼
は
過
去
に
行
わ
れ

て
き
た
修
道
院
の
も
て
な
し
態
勢
を
改
善
し
て
︑
日
本
人
と
友
好
関
係
を
築
き

た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
の
目
的
で

あ
る
︒二

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
第
二
次
日
本
視
察

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
一
五
九
〇
年
︑
第
二
次
日
本
視
察
の
た
め
に
長
崎
に
到

着
し
た
︒
一
五
八
二
年
に
日
本
を
出
帆
し
て
以
来
︑
八
年
ぶ
り
の
来
日
で
あ
る
︒

そ
の
間
に
国
内
情
勢
は
一
転
し
︑
イ
エ
ズ
ス
会
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
信
長
は
本

能
寺
の
変
で
歿
し
︑
豊
臣
秀
吉
が
信
長
の
成
し
得
な
か
っ
た
天
下
統
一
を
果
た

し
た
︒
信
長
の
時
代
に
お
い
て
茶
の
湯
は
限
ら
れ
た
戦
国
武
将
や
堺
︑
京
都
の

豪
商
た
ち
に
よ
っ
て
嗜
ま
れ
て
い
き
た
が
︑
秀
吉
が
全
国
を
平
定
し
た
こ
と
で

国
内
へ
と
広
ま
っ
た
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
に
よ
る
も
て
な
し
が
今
ま
で
以
上
に
重
要
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
︑
修
道
院
の
茶
の
湯
に
よ
る
接
客
態
勢
を
継
続
し
た
︒
と
こ

ろ
が
世
の
中
に
は
慣
習
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
茶
の
湯
の
ほ
か
に
︑
精
神
修
行

を
本
位
と
す
る
新
し
い
様
式
の
茶
の
湯
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
︒

そ
れ
が
利
休
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
わ
び
茶
で
あ
っ
た
︒

︵
1
︶
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
中
の
茶
の
湯
︱
︱
利
休
の
わ
び
茶

　
千
利
休
は
一
五
二
二
年
堺
に
生
ま
れ
︑
幼
名
を
与
四
郎
と
す
る
︒
茶
の
湯
を

北
向
道
陳
（
一
五
〇
四
︱
一
五
六
二
）
と
武
野
紹
鷗
（
一
五
〇
二
︱
一
五
五
五
）

よ
り
学
び
︑
禅
を
南
宗
寺
の
大
林
宗
套
よ
り
伝
授
さ
れ
た
︒
号
を
宗
易
と
す
る
︒

一
五
七
七
年
頃
よ
り
堺
の
豪
商
で
茶
人
の
今
井
宗
久
（
一
五
二
〇
︱

一
五
九
三
）
の
紹
介
で
織
田
信
長
の
茶
頭
に
選
ば
れ
︑
一
五
八
二
年
以
降
は
天

下
統
一
を
果
た
し
た
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
︑
名
実
と
も
に
天
下
一
の
大
茶
人
と

な
っ
た
︒
利
休
は
秀
吉
の
茶
の
湯
を
支
援
す
る
こ
と
で
自
ら
の
立
場
を
豊
臣
政

権
の
中
で
盤
石
な
も
の
に
し
た
︒
一
五
八
五
年
に
は
︑
秀
吉
の
禁
中
茶
会
に
際
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し
て
利
休
居
士
号
を
勅
賜
さ
れ
た
︒

　
一
五
八
〇
年
代
に
入
り
利
休
の
茶
に
変
化
が
み
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
信
長
や
秀

吉
が
嗜
ん
だ
茶
道
具
や
饗
応
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
わ
び
茶
と
い
う

草
体
化
さ
れ
た
茶
の
湯
で
あ
っ
た
︒
そ
の
初
め
が
茶
室
の
改
革
で
あ
る
︒
利
休

の
設
計
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
日
本
最
古
の
茶
室
建
造
物
︑
国
宝
﹁
待
庵
﹂（
現

在
は
京
都
府
山
崎
に
所
在
）
が
︑
そ
の
例
で
あ
る（

24
）

︒
こ
れ
ま
で
の
書
院
や
茶
室

は
六
畳
や
四
畳
半
な
ど
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
︑
二
畳
敷
と
い
う
凝
縮

さ
れ
た
精
神
的
空
間
へ
と
変
革
を
遂
げ
た
︒
室
内
に
は
室
床
や
躙
口
な
ど
が
設

け
ら
れ
︑
自
然
の
美
し
さ
を
引
き
出
す
た
め
に
す
べ
て
が
丸
太
柱
と
土
壁
で
造

ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
設
計
に
よ
っ
て
︑
わ
び
茶
に
ふ
さ
わ
し
い
茶
室
が
出
現

し
た
︒

　
利
休
好
み
の
茶
碗
と
い
え
ば
︑
楽
茶
碗
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
信
長
や
秀
吉
の
時

代
に
流
行
し
た
唐
物
茶
碗
に
代
わ
っ
て
︑
楽
長
次
郎
に
よ
る
手
ご
ね
の
土
を

使
っ
た
茶
碗
が
作
ら
れ
た
︒
奈
良
の
塗
師
松
屋
久
政
（
一
五
二
一
︱

一
五
九
八
）
に
よ
る
﹃
松
屋
会
記
﹄
の
一
五
八
六
年
に
は
﹁
宗
易
形
ノ
茶
ワ

ン
﹂
と
い
う
記
録
が
あ
り
︑
こ
れ
が
楽
茶
碗
の
中
で
も
早
い
時
期
の
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る（

25
）

︒
利
休
の
晩
年
に
あ
た
る
一
五
九
〇
年
に
は
︑
竹
の
花
入
や
竹

中
節
の
茶
杓
︑
竹
蓋
置
︑
そ
し
て
曲
水
指
な
ど
の
茶
道
具
が
次
々
に
創
り
出
さ

れ
︑
利
休
の
美
意
識
に
よ
っ
て
茶
の
湯
の
修
行
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
が
登
場
し

た
︒

　
わ
び
茶
は
人
々
の
間
で
流
行
し
た
︒
そ
の
様
子
は
一
五
八
六
年
末
か
ら

一
五
八
七
年
初
め
頃
に
︑
利
休
の
弟
子
で
堺
の
茶
人
山
上
宗
二
（
一
五
四
四
︱

一
五
九
〇
）
が
作
成
し
た
﹃
山
上
宗
二
記
﹄
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
宗
二
は
わ
び

茶
が
庶
民
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
様
相
を
︑
以
下
の
よ
う
に
書
き
留
め
た
︒

そ
の
比
︑
天
下
に
御
茶
湯
仕
ら
ざ
る
者
は
人
非
仁
に
等
し
︒
諸
大
名
は
申

す
に
及
ば
ず
︑
下
々
洛
中
洛
外
︑
南
都
︑
堺
︑
悉
く
町
人
以
下
ま
で
︑
御

茶
湯
を
望
む（

26
）

︒

　
上
記
か
ら
は
︑
武
将
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
京
都
︑
奈
良
︑
堺
な
ど
の
商
人

た
ち
ま
で
の
す
べ
て
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
ほ
ど
の
人
々
の
間
で
︑
わ
び
茶

が
嗜
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
第
一
次
日
本
視

察
︑
す
な
わ
ち
信
長
の
時
代
に
お
い
て
︑
茶
の
湯
は
武
将
や
豪
商
た
ち
の
社
交

と
し
て
︑
茶
会
で
は
高
価
な
茶
道
具
が
用
い
ら
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
利
休
の
時
代

に
入
る
と
︑
人
々
は
さ
ほ
ど
の
高
級
品
を
持
た
な
く
て
も
茶
の
湯
を
行
え
る
よ

う
に
な
り
︑
代
わ
っ
て
精
神
性
に
重
き
が
置
か
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
茶
の
湯
事

情
に
お
い
て
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
わ
び
茶
に
対
応
で
き
る
新
た
な
規
則
を
作

成
し
た
︒

︵
2
︶﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
に
み
る
茶
の
湯
規
則

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
一
五
九
二
年
二
月
に
日
本
を
発
ち
マ
カ
オ
に
到
着
す
る

と
︑
第
二
次
日
本
視
察
で
収
集
し
た
情
報
に
基
づ
き
﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
を
編
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集
し
た
︒
そ
の
中
に
は
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
に
は
示
さ
れ
て
い

な
い
茶
の
湯
の
精
神
と
共
通
す
る
規
則
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

　
わ
び
茶
が
国
内
へ
と
普
及
さ
れ
た
こ
と
で
︑
修
道
院
の
茶
の
湯
に
も
見
直
し

が
求
め
ら
れ
た
︒
彼
は
わ
び
茶
が
前
回
の
視
察
で
認
識
し
た
茶
の
湯
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
様
式
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
︑
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
茶
の

湯
担
当
者
を
選
抜
し
た
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
一
五
九
〇
年
︑
加
津
佐
で
開
催
さ
れ
た
日
本
イ
エ
ズ
ス

会
第
二
回
総
協
議
会
の
﹁
諮
問
第
五
裁
決
﹂
で
︑
茶
の
湯
事
情
を
見
据
え
て
以

下
の
裁
決
を
下
し
て
い
る
︒

カ
サ
で
必
要
な
清
潔
を
保
ち
︑
客
人
︑
お
よ
び
日
本
の
方
法
︑
慣
習
に

従
っ
て
我
々
の
カ
サ
（
修
道
院
︱
引
用
者
注
）
へ
の
来
訪
者
の
歓
待
に
携

わ
り
得
る
た
め
に
カ
サ
に
必
要
な
奉
仕
や
人
々
に
関
し
て
は
︑（
中
略
）

隠
遁
し
て
世
間
的
儀
礼
か
ら
引
退
し
常
に
思
慮
分
別
が
あ
っ
て
か
な
り
の

年
輩
者
で
あ
る
者
が
日
本
で
慣
習
と
し
て
い
る
よ
う
な
剃
髪
者
二
名
が
必

要
で
あ
る
︒
こ
の
中
の
一
名
は
茶
の
湯
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
接
待
︑
お
よ

び
彼
ら
の
伝
言
を
上
長
へ
伝
え
る
世
話
係
と
す
る（

27
）

︒

　
主
要
な
修
道
院
に
は
必
ず
一
名
の
茶
の
湯
者
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
が
規
則
と

な
っ
た
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
茶
の
湯
担
当
者
に
つ
い
て
﹁
思
慮
分
別
が

あ
っ
て
か
な
り
の
年
輩
者
で
あ
る
者
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
先

述
で
挙
げ
た
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
四
五
項
目
で
は
﹁
茶
の
湯

に
つ
い
て
な
に
が
し
か
の
心
得
の
あ
る
同
宿
ま
た
は
他
の
だ
れ
か
﹂
と
示
さ
れ
︑

慣
習
に
長
け
て
い
る
こ
と
が
茶
の
湯
担
当
者
の
条
件
で
あ
っ
た
︒

　
と
こ
ろ
が
今
回
の
視
察
時
期
に
は
わ
び
茶
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
︑

こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
き
た
社
交
的
な
茶
の
湯
の
接
待
だ
け
で
は
万
全
で
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
の
対
策
と
し
て
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
者
の

中
で
も
よ
り
わ
び
茶
人
と
し
て
趣
き
の
あ
る
熟
練
し
た
者
を
投
じ
て
︑
わ
び
茶

に
則
し
た
も
て
な
し
態
勢
に
取
り
組
ん
だ
︒
当
裁
決
で
は
小
規
模
な
司
祭
館
に

つ
い
て
も
︑
茶
の
湯
者
一
名
を
配
置
さ
せ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た（

28
）

︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
者
に
具
体
的
な
日
課
を
示
し
︑
茶
の
湯
の
奉
仕

に
当
た
ら
せ
た
︒
以
下
の
﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
第
一
項
目
は
︑
朝
一
番
に
行
う

べ
き
茶
の
湯
の
準
備
で
あ
る
︒

Aleuantarseha quando se tange a despertar, e assenderaa  seu andon no 

chanoyu, e poraa o carvaõ no furo para aquentar a agoa, e fará sua oração, 

enquanto estaa am
anhecendo （

29
）.

朝
の
鐘
の
音
と
と
も
に
起
床
し
︑
茶
室
の
行
灯
に
灯
を
と
も
し
︑
水
が
沸

く
よ
う
風
炉
に
何
本
か
の
炭
を
つ
ぎ
︑
夜
明
け
の
間
に
祈
り
を
捧
げ
な
さ

い
︒

　
茶
の
湯
者
は
夜
明
け
前
に
茶
室
へ
赴
き
︑
灯
を
と
も
し
︑
風
炉
に
炭
を
つ
ぎ
︑
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釜
の
湯
を
沸
か
す
こ
と
が
規
範
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
は
茶
の
湯
の
奉
仕
と
共
に
︑

キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
祈
り
の
奉
仕
を
行
う
こ
と
が
課
せ
ら
れ
た
︒
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
は
わ
び
茶
人
が
茶
の
湯
を
通
し
て
日
々
の
精
神
修
行
に
勤
し
ん
で
い

る
よ
う
に
︑
茶
の
湯
者
に
対
し
て
﹁
夜
明
け
の
間
に
祈
り
を
捧
げ
な
さ
い
﹂
と
︑

茶
室
で
信
仰
を
深
め
る
こ
と
を
命
じ
た
︒
こ
の
こ
と
は
茶
室
の
環
境
が
祈
り
の

場
に
適
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

　
規
則
が
示
す
﹁
水
が
沸
く
よ
う
風
炉
に
何
本
か
の
炭
を
つ
ぎ
﹂
は
︑
以
下
の

﹃
南
方
録
﹄
に
み
る
利
休
の
教
え
と
共
通
し
て
い
る
︒

或
人
︑
炉
と
風
炉
︑
夏
・
冬
茶
湯
の
心
持
︑
極
意
を
承
た
き
と
宗
易
に
問

れ
し
に
︑
易
こ
た
へ
に
︑
夏
は
い
か
に
も
涼
し
き
や
う
に
︑
冬
は
い
か
に

も
あ
た
ゝ
か
な
る
や
う
に
︑
炭
は
湯
の
わ
く
や
う
に
︑
茶
は
服
の
よ
き
や

う
に
︑
こ
れ
に
て
秘
事
は
す
み
候
由
申
さ
れ
し
に（

30
）

︑（
下
略
）

　
利
休
は
あ
る
人
か
ら
炉
と
風
炉
︑
夏
と
冬
の
茶
の
湯
の
心
得
を
問
わ
れ
た
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
利
休
は
夏
は
い
か
に
も
涼
し
い
よ
う
に
︑
冬
は
い
か
に
も
暖

か
な
よ
う
に
︑
炭
は
湯
の
沸
く
よ
う
に
︑
茶
は
飲
み
加
減
の
良
い
よ
う
に
︑
こ

れ
が
わ
び
茶
の
秘
事
で
あ
る
と
返
答
し
た
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
規
則
は
﹁
炭
は
湯
の
わ
く
や
う
に
﹂
と
い
う
利
休
の
教

示
と
同
様
で
あ
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑
湯
の
沸
き
加
減
は
炭
の
置
き
方
や
場
所

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
た
め
︑
茶
人
は
神
経
を
注
い
で
炭
を
つ
ぐ
︒
こ
れ
は
一

見
当
然
の
行
い
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
も
て
な
し
の
心
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
︒

最
高
の
茶
を
点
て
る
た
め
に
は
湯
相
︑
つ
ま
り
湯
の
加
減
が
重
要
で
あ
り
︑
こ

れ
は
火
相
と
称
す
る
火
力
の
お
こ
り
具
合
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
︒

　
炭
つ
ぎ
に
関
す
る
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
と
利
休
の
教
示
は
︑
共
に
修
行
に
通
じ

る
内
容
で
あ
る
︒
簡
単
な
行
い
で
あ
る
が
︑
実
行
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
で

あ
る
︒
毎
朝
︑
心
し
て
炭
を
つ
ぐ
こ
と
を
繰
り
返
し
︑
精
神
を
鍛
え
る
と
い
う
︑

両
者
の
教
え
に
は
わ
び
茶
の
神
髄
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
以
下
の
﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
第
二
項
目
を
も
っ
て
︑
清

め
や
水
に
関
す
る
指
示
を
与
え
た
︒

C
om

o [sic] am
anhecer e ouver tanta claridade que possa fazer sójsi 

varrera m
uito bem

 tudo o que lhe pertence, e com
 a agoa quente lavaraa 

a cam
a e os m

ais dógus do chaa, e porá o furo com
o hade estar. E avisaraa 

que traga agoa ao que tem
 cuidado disso （

31
）.

夜
が
明
け
︑
掃
除
が
で
き
る
ほ
ど
の
明
る
さ
に
な
っ
た
ら
︑
所
持
す
る
す

べ
て
の
も
の
を
完
璧
に
清
め
な
さ
い
︒
熱
湯
で
釜
を
清
め
︑
風
炉
を
あ
る

べ
き
姿
に
設
え
な
さ
い
︒
水
汲
み
の
担
当
者
に
よ
っ
て
運
び
込
ま
れ
る
釜

の
水
に
注
意
を
払
い
な
さ
い
︒

　
茶
室
や
茶
道
具
な
ど
︑
茶
の
湯
者
が
管
理
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
清
め
よ
と

い
う
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
命
令
で
あ
る
︒
そ
の
後
に
は
︑
担
当
者
に
よ
っ
て
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水
が
持
ち
込
ま
れ
る
︒
こ
の
内
容
は
﹃
南
方
録
﹄
に
示
す
以
下
の
記
録
と
共
通

し
て
い
る
︒

易
の
云
︑
暁
の
湯
相
な
れ
ば
と
て
︑
宵
よ
り
湯
を
わ
か
す
人
あ
り
︒
一
向

左
様
に
て
は
な
し
︒
鳥
啼
て
起
て
炉
中
改
め
︑
下
火
を
入
︑
一
炭
し
て
︑

さ
て
井
の
も
と
へ
行
て
清
水
を
く
み
︑
水
や
に
持
参
し
︑
釜
を
あ
ら
ひ
水

を
た
ゝ
ヘ
︑
炉
に
か
く
る
︒
こ
れ
毎
暁
茶
室
の
法
な
り（

32
）

︒

　
こ
の
教
え
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
時
期
に
お
い
て
︑
早
朝
に
行
う
茶

の
湯
の
準
備
に
は
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
一
番
鶏
が
鳴

く
と
共
に
起
床
し
︑
炉
中
の
状
態
を
確
か
め
て
下
火
を
入
れ
︑
最
初
の
炭
を
入

れ
る
︒
続
い
て
井
戸
へ
行
き
清
水
を
汲
み
︑
水
屋
へ
持
ち
帰
り
︑
釜
を
洗
い
水

を
満
た
し
て
炉
に
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
内
容
は
わ
び
茶
人
の
習

慣
を
示
し
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
者
が
こ
の
習
い
に
し
た
が
う
よ
う

﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
第
二
項
目
に
含
め
た
の
で
あ
る
︒﹃
南
方
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑

利
休
は
暁
の
湯
か
げ
ん
と
い
っ
て
︑
前
の
晩
の
う
ち
に
湯
を
沸
か
す
人
が
い
る

中
で
︑
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
正
し
て
い
る
︒

　
規
則
に
﹁
夜
が
明
け
﹂
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
修
道
院
で
は
毎
朝
︑

茶
の
湯
に
使
う
た
め
の
水
が
担
当
者
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
︒
そ
の
水
と
は
利
休
の
い
う
﹁
清
水
﹂
で
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
当
時
の

取
水
時
刻
を
規
則
に
採
り
入
れ
て
い
た
︒
以
下
の
﹃
南
方
録
﹄
に
は
︑
具
体
的

な
時
刻
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

惣
じ
て
朝
・
昼
・
夜
と
も
に
︑
茶
の
水
は
暁
汲
た
る
を
用
る
な
り
︒
こ
れ

茶
の
湯
者
の
心
が
け
に
て
︑
暁
よ
り
夜
ま
で
の
茶
の
水
︑
絶
ぬ
や
う
に
用

意
す
る
こ
と
な
り
︒（
中
略
）
暁
の
水
は
陽
分
の
初
に
て
清
気
う
か
ぶ
︒

井
華
水
な
り
︒
茶
に
対
し
て
大
切
の
水
な
れ
ば
︑
茶
人
の
用
心
肝
要
な
り（

33
）

︒

　
こ
れ
が
わ
び
茶
人
の
心
得
で
あ
る
︒
暁
の
水
と
は
午
前
四
時
か
ら
五
時
に
か

け
て
の
陽
の
水
を
示
し
︑
朝
会
か
ら
夜
会
に
至
る
ま
で
明
け
方
に
汲
ん
だ
も
の

が
一
日
中
用
い
ら
れ
た（

34
）

︒
こ
れ
は
陰
陽
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
︑
茶
の
湯
の
場

合
は
取
水
地
よ
り
も
水
取
の
時
間
が
重
要
で
あ
っ
た（

35
）

︒

　
カ
ト
リ
ッ
ク
で
も
ホ
ー
リ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
（
聖
水
）
と
呼
ば
れ
る
聖
別
さ
れ

た
水
が
儀
式
で
用
い
ら
れ
︑
生
活
に
使
う
水
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
︒
聖
職
者

で
あ
る
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
な
ら
ば
︑
水
の
扱
い
に
は
特
別
に
注
意
を
払
い
︑
茶

の
湯
者
に
対
し
茶
の
湯
に
は
早
朝
に
汲
む
清
水
を
用
い
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
︒

　
提
示
し
た
二
件
の
規
則
の
内
容
は
︑
い
ず
れ
も
修
行
の
精
神
性
が
強
調
さ
れ

て
い
る
︒
わ
び
茶
は
禅
宗
と
深
く
関
っ
て
お
り
︑
わ
び
茶
の
祖
と
称
さ
れ
た
珠

光
（
一
四
二
三
︱
一
五
〇
二
）︑
次
の
武
野
紹
鷗
︑
利
休
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る

当
時
の
茶
人
た
ち
は
参
禅
し
て
い
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
日
本
人
に
キ
リ
ス

ト
教
を
伝
え
て
い
く
手
段
と
し
て
︑
禅
宗
の
振
舞
い
を
宣
教
の
中
に
採
り
入
れ
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て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
以
下
の
﹃
日
本
巡
察
記
﹄
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

彼
等
（
仏
僧
た
ち
︱
引
用
者
注
）
は
あ
ら
ゆ
る
儀
式
を
定
め
︑
僧
侶
及
び

そ
の
他
の
人
人
（
原
文
マ
マ
）
の
礼
式
に
こ
と
ご
と
く
規
則
を
設
け
た
︒

こ
の
礼
式
は
︑
深
く
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
我
等
で
す
ら

そ
の
方
式
に
従
っ
て
数
多
の
こ
と
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い（

36
）

︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
仏
教
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
彼
ら
の
礼

式
や
行
い
︑
立
ち
居
振
る
舞
い
な
ど
を
表
面
的
に
採
り
入
れ
た
︒
そ
の
一
つ
が

わ
び
茶
で
あ
り
︑
日
本
の
作
法
の
中
で
も
最
適
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒

先
述
の
ご
と
く
︑
茶
の
湯
者
は
剃
髪
で
僧
侶
の
よ
う
な
装
い
と
な
っ
た
︒

　
以
上
︑﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
よ
り
精
神
性
を
示
す
規
則
を
挙
げ
︑
そ
の
内
容

が
﹃
南
方
録
﹄
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
び
茶
の
精
神
性
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
︒
他
方
︑﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
四
五
項
目

は
︑
修
道
院
を
訪
れ
る
客
に
対
し
て
茶
の
湯
で
も
て
な
す
こ
と
を
目
指
し
た
も

の
で
︑
日
本
人
と
交
流
を
持
つ
た
め
の
準
備
で
あ
っ
た
︒﹁
立
派
な
ひ
と
び
と

が
集
ま
る
と
こ
ろ
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
特
に
貴
人
に
対
す
る
適
切
な

接
待
が
重
視
さ
れ
︑
指
針
が
示
す
茶
の
湯
と
は
作
法
に
基
づ
く
社
交
的
な
も
の

で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
再
来
日
し
た
時
に
は
︑
修
行
を
目

的
と
す
る
わ
び
茶
が
流
行
し
て
い
た
た
め
︑﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指

針
﹄
に
示
さ
れ
た
規
範
だ
け
で
は
︑
ふ
さ
わ
し
い
茶
の
湯
の
も
て
な
し
に
対
応

で
き
な
か
っ
た
︒
こ
れ
が
二
度
に
及
び
︑
茶
の
湯
関
連
規
則
が
作
成
さ
れ
た
要

因
で
あ
る
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
の
奉
仕
を
修
行
と
捉
え
︑﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂

に
は
社
交
的
な
記
述
を
一
切
示
さ
な
か
っ
た
︒
そ
の
修
行
と
は
茶
室
と
す
べ
て

の
道
具
を
清
め
︑
心
し
て
炭
を
つ
ぎ
︑
清
水
を
釜
に
満
た
す
と
い
う
も
の
で
︑

計
ら
ず
も
利
休
が
説
く
わ
び
茶
人
の
心
得
と
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
︒
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
は
そ
の
神
髄
が
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
性
に
も
適
っ
て
い
る
こ
と
を
見

極
め
て
︑
宣
教
方
針
の
中
に
わ
び
茶
に
よ
る
も
て
な
し
を
加
え
た
の
で
あ
る
︒

︵
3
︶
修
道
院
の
茶
の
湯
道
具

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
客
に
充
分
な
も
て
な
し
が
行
な
え
る
よ
う
茶
道
具
に

も
注
視
し
︑
修
道
院
に
備
え
る
べ
き
茶
道
具
を
明
記
し
た
︒
図
2
は
ロ
ー
マ

イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
所
蔵
﹁
茶
の
湯
に
必
要
な
最
低
限
の
道
具O

s D
ógus do 

chanoyu o m
enos que pode ter. São estes

﹂
と
題
す
る
茶
道
具
目
録
で
あ
る（

37
）

︒

こ
れ
を
用
途
に
応
じ
て
整
理
し
︑
活
字
化
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
（
カ
ッ
コ

内
は
個
数
を
示
す
）︒

　
図
2
か
ら
は
修
道
院
の
水
屋
の
様
子
が
想
定
で
き
る
︒
目
録
の
中
に
﹁
箪

笥
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
は
茶
道
具
を
収
納
す
る
た
め
の
水
屋
箪
笥
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
下
︑
図
2
に
列
挙
さ
れ
た
道
具
を
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
示
し
︑
茶
の
湯
の
も
て
な

し
態
勢
を
考
察
し
た
い
︒

　
最
初
の
仕
事
は
茶
室
の
掃
除
で
あ
る
︒
目
録
に
は
﹁
茶
ば
た
き
﹂
や
﹁
雑
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巾
﹂
な
ど
の
清
掃
道
具
が
あ
る
︒
次
に
水
屋
の
仕
事
で
は
︑
先
ほ
ど
の
﹁
茶
の

湯
者
規
則
﹂
第
二
項
目
が
示
す
ご
と
く
︑
熱
湯
で
釜
を
洗
っ
て
水
を
満
た
し
︑

﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
第
一
項
目
の
指
示
に
し
た
が
い
︑
火
が
熾
き
る
よ
う
に

﹁
金
風
炉
﹂
中
の
適
切
な
場
所
に
炭
を
つ
ぐ
︒
風
炉
の
状
態
が
改
め
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
釜
を
風
炉
に
か
け
て
湯
を
沸
か
す
︒
以
上
の
ほ
か
に
も
︑
炭
で
使
う

﹁
炭
斗
﹂︑﹁
火
箸
﹂︑﹁
灰
匙
﹂︑﹁
釜
す
え
﹂︑﹁
灰
入
﹂︑﹁
火
か
き
﹂
と
い
う
道

具
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
続
い
て
︑
茶
壺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
碾
茶（

38
）

を
﹁
茶
臼
﹂
で
挽
い
て
抹
茶
を
作

る
︒
残
り
の
抹
茶
は
﹁
挽
溜（

39
）

﹂
に
入
れ
て
保
管
す
る
︒
続
い
て
点
前
に
必
要
な

図2　 茶の湯に必要な最低限の道具 Os Dógus do 
chanoyu o menos que pode ter. São estes

表1　「茶の湯に必要な最低限の道具」

炭手前道具 点前道具 水屋道具 その他の道具

Sumitori  炭斗 A cama  釜 Tansu  箪笥 tetodai-1  手灯台（1）

Vozumitori  大炭斗 Caneaburo  金風炉 Chavsu  茶臼 today-1  灯台（1）

Fibaxi  火箸 chaua-5  茶碗（5） Chaccubo  茶壷 andon-1  行灯（1）

Faiyre  灰入 Chaquin  茶巾 fiquidame-1  挽溜（1）

Faisucui  灰匙 Chaxen  茶筅 voguchi-1  大口

Camasuye  釜すえ Chaxacu  茶杓 mizutago-ycca  水たご（1）

naccume-3dai  棗（3台） mizubixacu-2  水柄杓（2）

Mizusaxi  水指 Suyeuoque-2  すえ桶（2）

Mizucoboxi  水溢 Ficaqui  火かき

Futauoqui  蓋置 Chavataxi  茶ばたき

Fixacu  柄杓 xuroboqui-2  手炉箒（2）

Fucusamono  帛紗物 Zoquin  雑巾

Suino  水嚢
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道
具
を
考
察
す
る
と
︑﹁
棗
﹂
三
個
︑﹁
茶
碗
﹂
五
個
︑﹁
茶
巾
﹂︑﹁
茶
筅
﹂︑

﹁
茶
杓
﹂︑﹁
水
こ
ぼ
し
（
建
水
）﹂︑﹁
柄
杓
﹂﹁
蓋
置
﹂
と
あ
り
︑
茶
を
点
て
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
夜
の
茶
会
や
﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
第
二
項
目
に
示
す
よ

う
な
茶
室
が
暗
い
時
の
作
業
の
た
め
に
は
︑﹁
行
灯
﹂
や
﹁
灯
台
﹂︑﹁
手
灯

台
﹂
な
ど
の
道
具
の
備
え
も
み
ら
れ
る
︒
ほ
か
に
も
﹁
棕
櫚
箒（

40
）

﹂
と
︑
露
地
で

使
う
用
具
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
修
道
院
内
に
露
地
が
設
け
ら
れ
て
い

た
可
能
性
を
示
し
て
お
り
︑
後
で
検
討
す
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
修
道
院
の
水
屋
に
は
茶
室
の
掃
除
か
ら
点
前
の
仕
度
を
万

全
に
行
う
た
め
の
道
具
が
充
分
に
備
え
ら
れ
︑
日
本
の
作
法
に
基
づ
く
茶
の
湯

の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

︵
4
︶﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
に
み
る
茶
室
の
規
則

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
修
道
院
の
中
に
茶
室
を
設
け
る
よ
う
命
じ
て
い
た
こ
と

は
︑﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
一
五
四
項
目
か
ら
明
ら
か
と
な
っ

た
︒
そ
れ
は
武
家
屋
敷
の
設
え
に
等
し
く
︑
座
敷
の
隣
に
造
ら
れ
︑
縁
側
の
正

面
に
は
日
本
庭
園
が
あ
る
と
い
う
設
計
で
あ
っ
た
︒

　﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
に
は
そ
の
よ
う
な
社
交
の
場
︑
あ
る
い
は
ハ
レ
の
席
で

行
う
茶
の
湯
に
関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
ず
︑
わ
び
茶
に
共
通
す
る
茶
室
環
境
を

整
え
る
た
め
の
規
則
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
修
道
院
の
茶

室
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑
次
の
﹁
客
の
も
て
な
し
方
規
則
﹂
第
一
三
項
目
に
示

す
方
針
を
打
ち
出
し
た
︒

Procure tam
bem

 que no chanoyu aja algum
 R

apado virtuoso he 

inteligente de aquelle officio o qual tenha sua casa m
uito lim

pa e os 

dōgus de chanoyu bem
 com

sertados e diversas layas de cha. O
 chanoyu 

naõ seia recebim
ento de ytázuram

onos que vaõ ahi para beber e passar o 

tem
po falando de cousas ociosas e desordenadas m

as para agazalhar os 

hospedes christaõs om
rrados co edificaçaõ e proveito de suas alm

as[,] 

com
o com

vem
 ser en nossa[s] casas[,] e faça que o chanoyuxa guarda 

bem
 suas regras （

41
）.

茶
室
に
は
高
潔
で
こ
の
面
に
熟
達
し
た
剃
髪
の
奉
仕
者
（
同
宿
︱
訳
者

注
）
を
置
き
︑
茶
室
を
清
潔
に
保
ち
︑
茶
の
湯
道
具
と
茶
の
種
類
ご
と
に

整
頓
し
な
さ
い
︒
茶
室
は
怠
け
者
が
茶
を
飲
み
︑
無
意
味
で
く
だ
ら
な
い

話
を
し
て
気
晴
ら
し
す
る
場
所
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
茶
室
が
あ

る
の
は
立
派
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者
を
迎
え
て
︑
彼
ら
の
魂
を
教
導
し
つ
つ

そ
の
糧
を
与
え
る
た
め
で
︑
そ
れ
が
私
た
ち
の
修
道
院
の
意
に
適
う
こ
と

で
あ
る
︒
茶
の
湯
者
は
﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
を
厳
守
し
な
さ
い
︒

　
当
規
則
に
は
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
一
五
四
項
目
が
示
す
建

物
の
間
取
り
や
環
境
な
ど
に
つ
い
て
の
記
載
は
一
切
見
ら
れ
ず
︑
代
わ
っ
て
精

神
性
に
関
わ
る
指
示
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
修
道
院
に
設
け
ら
れ
た
茶
室
の
目

的
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
信
者
を
迎
え
て
彼
ら
の
信
仰
を
一
層
育
む
よ
う
導
く
た
め

で
あ
っ
た
︒﹁
高
潔
で
こ
の
面
に
熟
達
し
た
﹂
こ
と
を
条
件
と
す
る
茶
の
湯
者
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は
︑
信
者
の
魂
が
高
め
ら
れ
る
こ
と
を
祈
り
︑
心
を
込
め
て
一
碗
の
茶
を
点
て

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒

　
利
休
が
茶
室
で
精
神
を
鍛
え
る
た
め
に
わ
び
茶
に
精
進
し
た
よ
う
に
︑
ヴ
ァ

リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
修
道
院
内
に
祈
り
の
場
所
に
も
適
す
る
茶
室
を
設
け
て
︑
信
者

た
ち
を
さ
ら
な
る
信
仰
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
の
環
境
を
整
え
る
た
め
の
規
則
が
ロ
ー
マ
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
所
蔵
の
図

3
﹁
禁
制Q

uinsey

﹂
で
︑
こ
れ
を
活
字
に
起
こ
し
︑
日
本
語
訳
と
と
も
に
示

し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
︒﹁
禁
制
﹂
に
よ
れ
ば
︑
許
可
な
く
茶
室
へ
入
る
こ

と
︑
そ
こ
で
休
憩
す
る
こ
と
や
娯
楽
に
ふ
け
る
こ
と
︑
茶
道
具
に
触
れ
る
こ
と

や
ほ
か
の
場
所
へ
持
ち
出
す
こ
と
︑
釜
の
熱
湯
を
持
ち
出
す
こ
と
な
ど
が
禁
止

さ
れ
た
︒
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
者
が
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
こ
の
よ
う
な
行
為
を
断
じ
て
禁
じ
る
こ
と

で
︑
日
頃
よ
り
茶
室
の
環
境
を
整
え
︑
わ
び
茶
の
精
神
性
を
も
っ
て
客
人
を
も

て
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
徹
底
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
第

二
項
目
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
︑
茶
室
と
茶
道
具
は
茶
の
湯
者
に
よ
っ
て
朝
一
番

で
清
め
ら
れ
る
︒
故
に
﹁
禁
制
﹂
第
一
項
目
に
お
い
て
︑
清
ら
か
に
整
え
ら
れ

た
茶
室
へ
の
入
室
と
茶
道
具
に
触
れ
る
こ
と
︑
さ
ら
に
第
三
項
目
で
茶
の
湯
道

具
の
持
ち
出
し
行
為
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
︒

　
第
二
項
目
で
は
︑
茶
の
湯
の
目
的
以
外
で
釜
の
湯
を
持
ち
出
す

こ
と
を
禁
じ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
第
二
項
目
に

て
︑
茶
の
湯
に
用
い
る
水
は
担
当
者
に
よ
っ
て
汲
ま
れ
た
夜
明
け

直
後
の
﹁
清
水
﹂
が
決
ま
り
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
そ
の
水
は

客
に
茶
を
点
て
る
た
め
だ
け
に
使
う
も
の
で
︑
一
日
中
用
い
ら
れ

る
︒
夜
会
で
絶
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
極
め
て
貴
重
な
水
で
あ
っ

た
︒
茶
の
湯
の
水
を
生
活
用
水
で
補
っ
て
い
た
な
ら
ば
︑
こ
の
よ

う
な
内
容
は
規
則
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
が
清
水
の
意
味
を
充
分
理
解
し
た
上
で
︑
禁
制
に
記
し

た
の
で
あ
る
︒
修
道
院
で
は
茶
の
湯
の
水
と
一
般
の
水
と
を
区
別

し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

　
第
四
項
目
は
︑
茶
室
に
お
い
て
茶
の
湯
以
外
の
仕
事
と
︑
そ
こ

図3　禁制 Quinsey
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に
属
さ
な
い
道
具
の
持
ち
込
み
禁
止
事
項
で
あ
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と

は
︑﹁
茶
の
湯
の
家
﹂
の
文
字
で
あ
る
︒﹁
家
﹂casa

と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
考
え
る
と
︑
こ
の
茶
室
は
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
一
五
四

項
目
に
示
す
よ
う
な
修
道
院
内
の
座
敷
に
隣
接
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
敷
地

内
に
建
て
ら
れ
た
独
立
し
た
茶
の
湯
の
庵
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
さ
ら
に

先
述
に
て
露
地
で
使
う
﹁
棕
櫚
箒
﹂
が
﹁
茶
の
湯
に
必
要
な
最
低
限
の
道
具
﹂

に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
修
道
院
内
に
露
地
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想

像
さ
せ
る
︒

　
第
五
項
目
か
ら
第
八
項
目
で
は
︑
茶
室
で
寝
る
こ
と
︑
休
憩
す
る
こ
と
︑
囲

碁
や
将
棋
な
ど
の
娯
楽
や
雑
談
︑
女
性
と
長
話
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
室
で
行
う
禁
止
行
為
を
明
記
し
︑
修
道
院

内
の
生
活
空
間
と
完
全
に
区
別
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

︵
5
︶﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
に
み
る
修
道
院
の
懐
石

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
中
の
茶
料
理
と
い
え
ば
︑
わ
び
茶
に
ふ
さ
わ
し
い

簡
素
化
さ
れ
た
懐
石
料
理
で
あ
る（

42
）

︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
室
町
時
代
の
饗
応

を
目
的
と
し
た
書
院
式
茶
の
湯
で
は
︑
七
五
三
の
本
膳
料
理
が
振
舞
わ
れ
て
お

り
︑
信
長
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
膳
の
数
が
少
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
︑
引

き
続
き
数
多
く
の
料
理
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
わ
び
茶
の
成
立
と

共
に
一
汁
三
菜
を
基
本
と
す
る
料
理
が
確
立
さ
れ
た
︒
堺
の
茶
人
武
野
紹
鷗
の

﹃
紹
鷗
門
弟
へ
の
法
度
﹄
に
は
﹁
会
席
ハ
珍
客
た
り
と
も
茶
の
湯
相
応
に
一
汁

表2　「禁制」

原文 日本語訳

Ninguem poraa maõ no chanoyu, nem nos Dógus sem 
licença do official.

茶室と同様、正式な許可なく茶道具に触れてはなら
ない。

Ninguem tirara agua quente para outro seruiço de fora sem 
licença [,] nem tomaraa fogo pora [sic] asender en outra 
parte.

適切な許可なく、他の目的のもてなしのために熱湯
を用いてはならず、また他の場所の照明のために火
を移してはならない。

Ninguem leuaraa a outra parte os Dógus que pertencem ao 
chanoyu sem licença.

適切な許可なく、どこか他の場所に茶室の道具を持
ち出してはならない。

Ninguem fara saicu na casa do chanoyu, nem pora ahi dógus 
que naõ pertençaõ ao chanoyu.

草庵茶室で茶の湯以外の細工を行ってはならず、ま
た茶の湯の道具以外のものをそこに置いたままにし
てはならない。

Naõ dormiraõ no chanoyu, sem licença do Irmaõ hospedejro. 担当の修道士の許可なしに、茶室で寝てはならない。

Os Dojucus naõ teraõ ahi seu repouso, nenhum conono 
subirá ao zaxiqui.

同宿は茶室で休息をしてはならず、また小者は座敷
に上がってはならない。

Naõ averá jogos de go, nen xógui, nen falaraõ zótan de 
cousas inpertinentes.

そこで囲碁や将棋をしてはならず、またそこに相応
しくない大声で雑談をしてはならない。

Nenhuma molher estaraa ahi mais tempo que [o] de seu 
recado, nem estaraa falando ahi muito tempo.

女性は伝言を伝える以外に茶室に長く留まってはな
らず、またしかるべき時間以上にそこで話をしては
ならない。
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三
菜
に
過
べ
か
ら
ざ
る
事
﹂
と
あ
る（

43
）

︒
こ
の
規
定
を
大
成
さ
せ
た
の
が
利
休
で

あ
り
︑
貴
人
で
あ
っ
て
も
一
汁
三
菜
を
す
ぎ
な
い
こ
と
が
約
束
事
と
な
っ
た
︒

藪
内
家
五
代
竹
心
は
﹃
源
流
茶
話
﹄
の
中
で
﹁
い
に
し
へ
︑
貴
人
ハ
二
汁
・
三

汁
ニ
候
へ
と
も
︑
利
休
改
正
よ
り
冨
貴
も
一
汁
三
菜
に
限
り
︑
或
ハ
一
汁
二
菜
︑

侘
ハ
一
汁
一
菜
に
て
惣
数
な
け
れ
ハ
︑
す
き
嫌
ひ
有
た
く
ひ
を
忌
﹂
と
述
べ
て

い
る（

44
）

︒

　
以
下
は
利
休
の
茶
会
で
振
舞
わ
れ
た
一
汁
二
菜
の
仕
立
で
あ
る
︒
一
五
九
一

年
一
月
二
五
日
︑
聚
楽
の
利
休
屋
敷
の
二
畳
敷
茶
室
に
お
け
る
朝
会
で
︑
客
は

高
山
右
近
一
人
で
あ
っ
た
︒

二
畳
敷

た
う
ふ
く
ず
に
　
雁
ノ
汁

こ
の
わ
た
　
め
し

菓
子
　
く
り
　
さ
ゞ
い（

45
）

　
利
休
は
膳
に
載
せ
た
飯
と
雁
の
汁
︑
豆
腐
葛
煮
と
こ
の
わ
た
を
持
ち
出
し
︑

右
近
を
心
か
ら
も
て
な
し
た
︒
菓
子
は
く
り
と
サ
ザ
エ
で
あ
っ
た
︒
何
れ
も
身

の
回
り
に
あ
る
材
料
が
使
わ
れ
︑
出
来
立
て
の
温
か
い
料
理
が
客
の
も
と
へ
運

ば
れ
た
︒
二
畳
敷
と
い
う
極
小
化
さ
れ
た
空
間
の
中
で
︑
師
匠
利
休
と
弟
子
右

近
と
の
心
通
い
合
う
﹁
一
座
建
立
﹂
の
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

食
事
後
の
茶
の
湯
の
席
で
は
︑
木
守（

46
）

︑
曲
水
指（

47
）

な
ど
の
わ
び
茶
道
具
が
使
わ
れ

て
い
る
︒
そ
こ
に
は
も
て
な
し
の
心
と
共
に
︑
修
行
本
位
と
す
る
わ
び
茶
の
精

神
性
が
み
ら
れ
る
︒

　
以
下
の
﹁
客
の
も
て
な
し
方
規
則
﹂
第
一
一
項
目
に
は
︑
利
休
の
仕
立
と
同

様
の
指
示
が
あ
る
︒

C
om

o ha frequencia dos hospedes nestas casas principais he taõ continua 

naõ há-de fazer porfiçaõ de dar furum
ajs aos que se ouverem

 de convidar 

senaõ for algum
 tono grande ou algum

 gentio de respeito e pouco 

fam
iliar[;] m

as com
 os christãos, por m

uito onrrados que seiaõ [,] 

com
unm

ente quando se convidarem
 bastará fazer hum

 par de xirus com
 

dous says e seu quaxi e[,]  quando parecer[,]  se lhe podera acres[c]entar 

algum
 fiqui zacana m

as tudo se há-de dar m
uito lim

po e bem
 

consertado （
48
）.

主
な
修
道
院
へ
の
客
の
動
き
は
流
動
的
で
あ
り
︑
身
分
の
高
い
殿
︑
面
識

は
な
い
が
敬
意
を
払
う
必
要
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
な
い
客
を
除
け

ば
︑
振
舞
い
に
招
待
す
る
必
要
は
な
い
︒
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
対
し
て
は

地
位
の
軽
重
に
関
わ
ら
ず
︑
招
待
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
に
は
︑
一
汁
二
菜

に
菓
子
を
そ
え
て
歓
迎
し
な
さ
い
︒
ま
た
そ
れ
が
適
当
と
思
う
な
ら
ば
︑

引
き
肴
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
但
し
︑
す
べ
て
に
お
い
て
清
潔
に
順

序
正
し
く
行
い
な
さ
い
︒
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キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
は
一
汁
二
菜
と
い
う
仕
立
を
振
舞
う
こ
と
が
定
め
ら
れ

た
︒
時
に
応
じ
て
は
︑
引
き
肴
を
加
え
る
と
い
う
︑
日
本
人
が
客
を
厚
く
も
て

な
す
方
法
が
採
用
さ
れ
た
︒
引
き
肴
と
は
一
つ
の
器
に
客
の
人
数
分
す
べ
て
を

盛
っ
た
料
理
の
こ
と
で
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
こ
れ
を
見
逃
す
こ
と
な
く
︑
規

則
に
書
き
加
え
た
︒

　﹃
利
休
百
会
記
﹄
に
は
︑
一
五
九
〇
年
八
月
一
七
日
か
ら
翌
一
五
九
一
年
一

月
二
四
日
ま
で
の
利
休
の
茶
会
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
料
理
仕
立
は
八
七

の
う
ち
︑
一
汁
二
菜
（
四
四
会
）
が
最
も
多
く
︑
一
汁
三
菜
（
三
二
会
）︑
一
汁

一
菜
（
一
会
）︑
一
汁
四
菜
（
二
会
）︑
一
汁
五
菜
（
一
会
）︑
一
汁
二
菜
（
二
会
）︑

二
汁
二
菜
（
三
会
）︑
二
汁
三
菜
（
二
会
）
で
あ
っ
た（

49
）

︒
そ
の
う
ち
︑
秀
吉
を
招

い
た
会
が
六
会
あ
り
︑
四
会
に
お
い
て
は
二
の
膳
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
但
し
︑

利
休
の
場
合
は
式
正
料
理
の
ご
と
く
振
舞
う
代
わ
り
に
仕
立
を
簡
素
な
も
の
に

す
る
こ
と
で
︑
わ
び
茶
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た（

50
）

︒
　

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
修
道
院
で
豪
華
な
料
理
を
振
舞
わ
な
い
よ
う
注
意
を

払
っ
た
︒
管
見
の
限
り
で
は
具
体
的
な
献
立
に
つ
い
て
の
史
料
は
な
い
が
︑
計

ら
ず
も
利
休
と
同
様
の
一
汁
二
菜
が
適
切
で
あ
る
と
見
極
め
た
こ
と
は
﹁
客
の

も
て
な
し
方
規
則
﹂
第
一
一
項
目
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
︒

　
次
に
︑
修
道
院
で
行
わ
れ
た
食
事
の
振
舞
い
に
つ
い
て
検
証
す
る
︒
以
下
の

﹁
料
理
人
規
則
﹂
第
四
項
目
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
料
理
人
に
調
理
器
具
や

食
器
な
ど
の
目
録
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒

Tera hum
 R

ol das cousas que pertecencem
 a cozinha e lhe são a elle 

encom
endadas （

51
）.

料
理
人
は
調
理
場
に
必
要
な
道
具
リ
ス
ト
が
与
え
ら
れ
る
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
道
具
と
同
様
に
︑
日
本
の
作
法
に
基
づ
く
食
事

の
振
舞
い
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
道
具
を
列
挙
し
た
︒
そ
の
目
録
が
ロ
ー

マ
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
所
蔵
の
図
4
﹁
客
に
必
要
な
道
具
目
録Rol dos D

ogus 

que são necessarios para os hospedes （
52
）

﹂
で
︑
こ
れ
を
用
途
別
に
整
理
し
て
活
字

化
し
︑
日
本
語
訳
し
た
も
の
を
表
3
に
示
す
︒
以
下
︑
目
録
で
列
挙
さ
れ
た
道

具
を
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
示
し
︑
修
道
院
に
お
け
る
調
理
場
の
様
子
を
考
察
す
る
︒

　
懐
石
の
流
れ
に
し
た
が
え
ば
︑
最
初
に
﹁
食
膳
﹂
の
手
前
左
右
に
飯
椀
と
汁

椀
︑
向
こ
う
側
に
料
理
を
盛
っ
た
坪
椀
・
平
椀
の
四
器
を
載
せ
て
客
の
前
に
持

ち
出
さ
れ
る
︒

　
目
録
に
は
最
良
︑
良
︑
並
と
︑
客
の
身
分
に
応
じ
た
品
質
別
に
三
種
類
の

﹁
食
膳
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
檜
の
食
膳
﹂
と
い
う
文
字
も
あ
る
︒

ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
食
膳
に
つ
い
て
﹃
日
本
教
会
史
﹄
の
中
で
﹁
通
常
白
木
の
杉

（
檜
︱
訳
者
注
）
で
四
角
に
作
ら
れ
︑
高
さ
一
パ
ル
モ
の
足
が
つ
い
て
﹂
と
説
明

し
て
い
る（

53
）

︒

　
飯
椀
と
汁
椀
に
は
﹁
御
器
﹂
が
用
い
ら
れ
︑
目
録
に
は
品
質
別
に
最
良
︑
良
︑

並
の
三
種
類
が
示
さ
れ
て
い
る
︒﹃
日
葡
辞
書
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
飯
を
盛
っ
て
食

べ
る
木
製
の
椀
﹂
と
あ
る（

54
）

︒
目
録
に
は
﹁
食じ
き

籠ろ
う

﹂
と
い
う
漆
器
の
文
字
も
み
ら



ヴァリニャーノの宣教方針と利休のわび茶

57

れ
る
︒
さ
ら
に
汁
を
椀
へ
注
ぐ
た
め
の
﹁
掻
笥
﹂
も
み
ら
れ
る
︒

　
客
が
飯
と
汁
を
摂
る
と
一
献
目
が
持
ち
出
さ
れ
る
︒
目
録
に
は
﹁
燗
鍋
﹂︑

﹁
大
小
の
徳
利
﹂︑﹁
盃
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
か
わ
ら
け
﹂
と
示
さ

れ
︑
こ
れ
は
素
焼
の
土
器
で
盃
と
し
て
使
わ
れ
た
︒
ま
た
﹁
片
木（

55
）

﹂
と
呼
ば
れ

る
折
敷
は
︑
酒
の
肴
を
載
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
︒

　
目
録
に
は
﹁
ワ
イ
ン
の
甕
﹂︑﹁
ワ
イ
ン
用
漉
袋
﹂︑﹁
ワ
イ
ン
を
入
れ
る
瓶
﹂

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
修
道
院
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
の
ワ
イ
ン
が
振
舞

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒﹁
グ
ラ
ス
﹂
は
︑
ワ
イ
ン
の
た
め
で
あ

ろ
う
︒
茶
会
の
懐
石
で
ワ
イ
ン
が
供
さ
れ
た
こ
と
は
︑
博
多
の
茶
人
神
谷
宗
湛

（
一
五
五
一
︱
一
六
三
五
）
が
﹃
宗
湛
日
記
﹄
に
書
き
綴
っ
て
い
る
︒
一
五
九
九

年
二
月
九
日
の
石
田
光
成
主
催
の
茶
会
で
︑
場
所
は
大
坂
︑
客
は
宇
喜
多
中
納

言
︑
伊
達
政
宗
︑
小
西
行
長
︑
宗
湛
の
四
名
で
あ
っ
た
︒
記
録
に
は
﹁
酒
モ
ブ

タ
タ
ウ
ト
モ
ニ
︑
五
イ
ロ
出
也
︑
長
崎
ヨ
リ
ノ
タ
ウ
ラ
イ
ト
被
仰
也（

56
）

﹂
と
あ
り
︑

三
成
は
長
崎
よ
り
葡
萄
酒
を
入
手
し
て
客
に
振
舞
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
続
い
て
︑
引
物
の
一
菜
が
持
ち
出
さ
れ
て
二
献
目
が
供
さ
れ

る
︒
引
物
は
一
つ
の
鉢
に
盛
ら
れ
て
亭
主
が
持
ち
出
し
て
︑
客

に
取
り
ま
わ
し
て
も
ら
う
︒﹁
客
の
も
て
な
し
方
規
則
﹂
第

一
一
項
目
が
示
す
よ
う
に
︑
懐
石
で
は
本
膳
で
運
ば
れ
た
二
菜

の
ほ
か
に
引
物
が
加
え
ら
れ
る
︒
目
録
に
は
﹁
魚
鉢
﹂
と
﹁
菜

鉢
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
器
は
料
理
に
よ
っ
て
使
い

分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
さ
ら
に
﹁
備
前
鉢
﹂

の
文
字
が
み
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒

　
先
ほ
ど
の
﹁
か
わ
ら
け
﹂
も
盃
の
ほ
か
に
︑
利
休
の
時
代
に

は
土
器
皿
が
懐
石
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑

鮭
の
焼
魚
や
鮑
の
串
焼
き
な
ど
を
盛
る
皿
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る（

57
）

︒

　
そ
の
後
︑
飯
替
え
の
た
め
に
湯
漬
と
香
の
物
が
出
さ
れ
る
︒

目
録
に
は
客
に
御
飯
を
給
仕
す
る
た
め
の
﹁
再
進
盆
﹂
と
﹁
杓

図4　 客に必要な道具目録 Rol dos Dogus que são necessarios para 
os hospedes
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表3　「客に必要な道具目録」

原文　ポルトガル語 日本語訳
懐石道具・食器

Mesas boas. meãs. E somenos 食膳（最良・良・並）
Mesas de finoqui, Ninojen 檜の食膳 /二の膳
Porcelanas de palo Goquis bons. Meõs. E somenos 御器（最良・良・並）
Louça; vidriado [sic] de barro かわらけ
Fochos com seus faxis; palos [sic: paus] pera comer 包・箸
Bijenbachis 備前鉢
Saibachi. Yuobachi. Tachos pera pescado 菜鉢 /魚鉢 /魚料理のための鍋
Instrumento de ferro Saixibós com seus sacuxis. Bons. E meãos 鉄製の再進盆（飯櫃）・杓子（最良・並）
Xiru caigu pera aletria etc. 汁のための柄杓（掻笥）など
Qúguios pera sacana; cosas de comer Mesas pequenas 

do [sic] 肴のための小さな食膳
Yutos ou fissaguas pera yu; agua caliente 白湯のための湯桶、又は瓢
Platos pera fruta Quaxibó bons. Meaõs. E somenos 果物盆（最良・良・並）
Jiquiros; alpargatas 食籠（漆器）

酒の接待道具
Bules de estano pera vino ワインを入れる瓶
Copos de agua de  [sic] グラス（解読不可能）
Cannabes com que se aquenta o 燗鍋
Tocuris grandes e pequenos 徳利（大・小）
Sacanzuquis com seus feguis; tablillas en que se ponem [sic] へぎに飾られた盃
Feguis. Tablillas [sic] pera a sacazuqui 盃のためのへぎ　
Fóbons 方盆
Iágos pera agoa 水を入れる器

調理器具
Fágama; tachos grandes 羽釜（大きな鍋）
Réorinabes. Tachos pera xiru; caldo 汁料理専用鍋
E curucaques; tachos pera sai; cousas de carne ou pescado 肉又は魚を調理するための菜用鍋
Ollas variadas 鍋　各種
Grelhas e espetos グリル（焼き網）・串
Trenpes 五徳
Manaitas. E de xójin まな板

甕
Boyões pera cousas salgadas 塩漬け甕
Bulis bons. E meãos. Pera vino ワイン甕（最良・並）

その他
Coador pera o vino ワイン用漉し袋
Guinos; coadores 水切り袋
Zastar [sic] Zóquins pera goquis e mesas 御器と食台・膳用雑巾
Bentos caxas en que estã los aparejosde comer 弁当箱
Bacia de agoa as maõs 水鉢（手を洗うため）
Toalhas pera as maõs e pera os pes 手と足を拭く布
Chochins com candeas 提灯・蝋燭
Yoguis. Muxitos. E macuras 夜着（掛け布団や敷布団）・莚・枕
Mantas.  esteras. Almofadas de palo 毛布・（解読不可能）・クッション
Manos. E cajas. chapeus de paja （解読不可能）・箱・帽子　
Sombreiros de pees e bocutis パラソル・木履
Isúbaco 椅子箱
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子
﹂
が
あ
る
︒
そ
の
作
法
に
つ
い
て
︑
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
﹁
主
要
な
食
べ
物
は
飯

と
汁
と
で
あ
り
︑
椀
に
は
少
し
だ
け
入
れ
る
の
が
礼
法
な
の
で
︑
習
慣
と
し
て
︑

一
人
の
小
姓
が
た
い
へ
ん
き
れ
い
な
漆
塗
り
の
匙
（
杓
子
︱
訳
者
注
）
を
飯
の

鉢
（
飯
櫃
︱
訳
者
注
）
に
添
え
て
持
っ
て
来
て
︑
客
人
に
よ
そ
っ
て
廻
る
﹂
と

報
告
し
た（

58
）

︒

　
食
事
が
終
わ
る
と
酒
と
盃
が
下
げ
ら
れ
︑
飯
椀
の
中
を
白
湯
で
す
す
ぎ
飲
む

こ
と
が
慣
わ
し
で
あ
っ
た
と
︑
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
報
告
し
て
い
る（

59
）

︒
そ
の
際
に
は

香
物
が
出
さ
れ
る
︒
目
録
に
は
﹁
湯
桶
﹂
と
香
物
を
保
管
す
る
た
め
の
﹁
塩
漬

甕
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
会
の
最
後
に
は
盆
に
盛
ら
れ
た
果
物
が
運
ば
れ
る
︒

目
録
に
は
品
質
別
に
最
良
︑
良
︑
並
の
三
種
類
の
﹁
果
物
盆
﹂
が
示
さ
れ
て
い

る
︒
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
﹁
宴
会
で
は
食
事
の
最
後
に
食
べ
る
物
と
し
て
常
に
い
く

つ
か
の
果
物
を
出
す
の
が
一
般
の
習
慣
で
あ
っ
て
（
中
略
）
そ
れ
ら
は
高
い
足

の
つ
い
た
白
い
杉
（
檜
︱
訳
者
注
）
の
盆
に
置
か
れ（

60
）

﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒

　
目
録
に
は
﹁
汁
料
理
専
用
鍋
﹂︑﹁
魚
料
理
専
用
鍋
﹂︑﹁
焼
網
﹂
と
﹁
串
﹂
と

あ
る
︒
料
理
場
に
は
料
理
に
応
じ
て
器
具
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
︒
以
上
の
ほ
か
に
も
︑﹁
包
丁
﹂
や
﹁
ま
な
板
﹂︑﹁
飯
椀
や
食
膳
用

の
雑
巾
（
布
巾
）﹂︑
囲
炉
裏
に
備
え
て
鍋
を
置
く
﹁
五
徳
﹂
な
ど
も
示
さ
れ
て

い
る
︒

　
す
べ
て
の
食
事
が
終
わ
る
と
︑
客
は
座
敷
か
ら
離
れ
た
場
所
に
行
っ
て
手
を

洗
う
︒
目
録
に
は
﹁
水
盤
﹂
と
﹁
手
の
布
巾
﹂
が
あ
る
︒
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
﹁
数

多
く
の
高
貴
な
方
々
に
は
︑
手
巾
︑
鉢
（
角
盥
︱
訳
者
注
）
お
よ
び
日
本
流
に

豪
華
に
金
粉
を
ま
い
た
漆
塗
り
の
水
差
（
楾
︱
訳
者
注
）
を
座
敷
に
運
ぶ
︒
冬

で
あ
れ
ば
︑
手
を
洗
う
た
め
の
湯
が
一
同
に
出
さ
れ
る
﹂
と
記
述
し
た（

61
）

︒

　
懐
石
皆
具
の
ほ
か
に
も
︑
客
の
修
道
院
へ
の
宿
泊
に
備
え
て
﹁
寝
具
﹂
に
も

注
意
が
払
わ
れ
﹁
掛
布
団
・
敷
布
団
﹂︑﹁
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
﹂︑﹁
莚
﹂︑﹁
枕
﹂
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
︒

　
と
こ
ろ
で
﹁
二
の
膳
﹂
と
い
う
文
字
が
あ
る
︒
先
述
の
よ
う
に
利
休
は
八
七

回
に
渡
る
茶
会
の
う
ち
︑
秀
吉
を
客
と
す
る
四
会
で
二
の
膳
を
出
し
て
い
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑
目
録
に
は
属
さ
な
い
記
述
で
は
あ
る
が
︑
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
は
客
の
身
分
に
応
じ
て
料
理
の
数
を
増
や
す
こ
と
を
想
定
し
﹁
二
の

膳
﹂
と
記
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
﹁
客
に
必
要
な
道
具
目
録
﹂
に
は
︑
振
舞
い
に
必
要
な
懐
石

皆
具
や
器
︑
料
理
器
具
な
ど
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
日
本
の

作
法
に
し
た
が
っ
た
も
て
な
し
の
備
え
を
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒
特

に
調
理
器
具
に
は
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
は
以
下
の
﹁
料
理
人
規

則
﹂
六
項
目
か
ら
想
定
で
き
る
︒

Tenha asi os fogões com
o as panelas e m

aus dógus em
 que se ha de fazer 

algum
 com

er chara nanbã apartados dos outros em
 que se aparelha chara 

Japão, não m
isturando em

 ninhuã m
aneira huns com

 outos e o que se 

fizer chara nanbã se sirva e reparta a m
odo de Japão, tendo conta que 

assi estas cousas, com
o as m

ais de Japão se dem
 en proselanas, casa, ou 
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pires com
form

e ao uzo de Japão （
62
）.

南
蛮
の
食
物
は
ほ
か
の
日
本
の
食
物
と
混
ぜ
る
こ
と
な
く
区
別
し
て
料
理

し
︑
日
本
の
方
法
で
給
仕
し
な
さ
い
︒
こ
れ
ら
の
指
示
を
忘
れ
ず
注
意
す

る
こ
と
︒
日
本
の
食
物
は
日
本
風
の
磁
器
︑
皿
︑
あ
る
い
は
器
を
用
い
て

給
仕
し
な
さ
い
︒

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
材
料
は
区
別
し
て
調
理
が
な
さ
れ
た
︒
日
本
の
方
法

で
給
仕
す
る
と
は
︑
先
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
膳
に
飯
椀
︑
汁
椀
︑
二
菜
の

仕
立
と
引
物
︑
そ
の
間
の
酒
︑
食
後
の
菓
子
と
い
う
順
序
で
持
ち
出
す
こ
と
で

あ
る
︒
料
理
は
目
録
に
挙
げ
ら
れ
た
器
を
使
っ
て
盛
ら
れ
た
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー

ノ
は
料
理
人
に
対
し
て
﹁
こ
れ
ら
の
指
示
を
忘
れ
ず
注
意
す
る
こ
と
﹂
と
命
じ
︑

適
切
な
も
て
な
し
の
在
り
方
を
徹
底
さ
せ
た
︒

　
さ
て
︑
目
録
の
中
に
﹁
備
前
鉢
﹂
と
具
体
的
な
窯
元
と
商
品
名
が
記
さ
れ
て

い
た
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
な
ぜ
備
前
鉢
が
修
道
院
の
調
理
場
に
必
要
で
あ
る

と
認
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
の
宣
教
方
針
は
目
的
︑
対
象
者
︑
場
所
︑
そ

し
て
必
要
な
数
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
お
り
︑
重
要
な
事
柄
に
つ
い
て
は
的
確
な

指
示
を
与
え
て
い
る
︒
と
す
る
と
︑bizenbachi

と
記
し
た
こ
と
に
は
何
ら
か

の
根
拠
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒

　
備
前
焼
は
岡
山
県
備
前
市
伊
部
を
中
心
と
す
る
陶
器
の
総
称
で
あ
る（

63
）

︒
室
町

時
代
末
期
に
は
大
量
生
産
が
行
な
わ
れ
て
江
戸
時
代
末
期
ま
で
続
く
︒
そ
の
背

後
に
は
茶
の
湯
を
日
本
の
文
化
へ
と
押
し
上
げ
た
秀
吉
の
庇
護
が
あ
っ
た
︒

一
五
八
二
年
三
月
︑
秀
吉
は
信
長
の
命
で
中
国
の
毛
利
輝
元
討
伐
へ
向
か
う
山

陽
路
の
途
中
︑
伊
部
村
に
立
ち
寄
り
﹃
伊
部
の
里
陣
地
に
関
す
る
制
札
﹄
を
立

て
て
︑
戦
場
に
な
ら
な
い
よ
う
軍
勢
の
窯
場
へ
の
出
入
り
を
禁
止
し
た（

64
）

︒
桃
山

時
代
に
入
る
と
窯
場
の
整
理
が
行
な
わ
れ
︑
こ
れ
ま
で
山
中
に
分
散
し
て
い
た

窯
は
集
落
に
近
い
山
麓
の
一
ヵ
所
に
集
中
し
︑
共
同
窯
と
し
て
の
大
窯
が
設
置

さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
生
産
率
が
増
大
し
︑
八
〇
〇
年
の
歴
史
を
経
た
備
前
焼

の
中
で
も
特
に
活
気
あ
ふ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
わ
び
茶
の
流
行
に
よ

り
︑
雑
器
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
備
前
焼
が
︑
茶
道
具
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
従
来
の
壺
や
甕
︑
擂
鉢
の
ほ
か
に
茶
入
︑
水
指
︑

建
水
︑
花
入
や
︑
懐
石
料
理
に
用
い
ら
れ
る
徳
利
︑
皿
︑
手
鉢
︑
酒
や
水
な
ど

の
貯
蓄
に
使
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
大
甕
な
ど
が
製
品
と
な
っ
た（

65
）

︒

　
近
年
︑
大
阪
府
堺
市
戎
之
町
西
一
丁
三
〇
で
実
施
さ
れ
た
発
掘
現
場
（
遺
跡

略
号SK

T655

）
地
点
の
一
六
世
紀
後
半
か
ら
末
期
と
考
え
ら
れ
る
検
出
面
よ

り
出
土
さ
れ
た
国
産
陶
磁
器
全
体
の
遺
物
の
う
ち
︑
約
七
五
％
を
備
前
焼
が
占

め
︑
そ
の
多
く
が
甕
や
擂
鉢
で
︑
鉢
は
そ
の
次
で
あ
っ
た（

66
）

︒
こ
の
よ
う
に
大
量

の
備
前
焼
が
市
中
に
出
回
っ
た
時
期
は
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
在
日
と
重
な
っ

て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
彼
は
視
察
の
途
で
食
事
に
招
か
れ
︑
そ
の
際
に
多
く

の
備
前
焼
品
が
懐
石
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
様
子
を
目
撃
し
︑
修
道
院

に
も
同
様
の
製
品
を
準
備
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　
以
上
︑
信
長
の
時
代
で
行
わ
れ
て
き
た
豪
華
な
饗
応
は
︑
利
休
の
時
代
に
入

る
と
質
素
な
食
材
で
は
あ
る
が
︑
亭
主
の
手
に
よ
っ
て
真
心
の
料
理
が
運
び
出
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
修
道
生
活
の
観
点
に
た
て
ば
︑
質
素
な
献
立

は
修
道
会
の
戒
律
に
も
共
通
し
て
い
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
わ
び
茶
に
は
キ

リ
ス
ト
教
の
精
神
に
も
つ
な
が
る
教
え
が
あ
る
こ
と
を
見
極
め
て
︑
修
道
院
で

適
切
な
も
て
な
し
が
行
え
る
よ
う
﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
の
中
に
収
録
し
た
の
で

あ
る
︒お

わ
り
に

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
第
一
次
と
第
二
次
日
本
視
察
は
い
わ
ゆ
る
織
豊
期
と
呼

ば
れ
︑
茶
の
湯
が
大
流
行
し
た
時
代
で
あ
っ
た
た
め
︑
彼
は
日
本
人
と
交
流
す

る
手
段
と
し
て
茶
の
湯
の
規
則
を
作
成
し
︑
修
道
院
の
も
て
な
し
態
勢
を
整
え

た
︒
本
研
究
で
は
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
と
﹁
日
本
管
区
規
則
﹂

に
示
さ
れ
る
茶
の
湯
関
連
規
則
を
提
示
し
て
︑
そ
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
し
た
︒

さ
ら
に
後
者
の
規
則
が
利
休
の
わ
び
茶
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
検
証
す

る
た
め
に
︑﹃
南
方
録
﹄
よ
り
利
休
の
茶
の
湯
の
教
え
を
提
示
し
て
両
者
の
共

通
性
を
検
討
し
た
︒
本
研
究
で
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
以
下
に
示
す
︒

　﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
四
五
項
目
に
は
︑
修
道
院
に
お
け
る

茶
の
湯
の
準
備
が
記
さ
れ
て
い
た
︒
茶
の
湯
担
当
者
は
修
道
院
に
常
駐
し
て
︑

茶
室
の
清
掃
か
ら
抹
茶
の
常
備
な
ど
の
仕
事
に
専
念
し
︑
茶
の
湯
で
接
待
す
る

た
め
の
万
全
な
態
勢
を
整
え
た
︒
故
に
︑
こ
の
指
針
は
茶
の
湯
を
用
い
た
社
交

を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
他
方
の
﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
第
一
項
目
と
第
二
項
目
の
内
容
は
︑﹃
南
方

録
﹄
に
示
さ
れ
て
い
る
利
休
の
わ
び
茶
の
心
得
と
共
通
し
て
い
た
︒
第
一
項
目

で
は
炭
を
つ
い
で
釜
の
水
を
沸
か
す
と
い
う
指
示
で
あ
っ
た
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー

ノ
が
茶
の
湯
者
に
﹁
水
が
沸
く
よ
う
風
炉
に
何
本
か
の
炭
を
つ
ぎ
﹂
と
命
じ
て

い
る
こ
と
に
対
し
︑
利
休
は
弟
子
に
﹁
炭
は
湯
の
わ
く
や
う
に
﹂
と
教
え
て
い

る
︒
両
者
の
言
葉
に
は
形
式
だ
け
で
な
く
本
質
を
極
め
る
と
い
う
修
行
の
精
神

性
が
示
さ
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
規
則
に
﹁
夜
明
け
の
間
に
祈
り
を
捧
げ
な
さ

い
﹂
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
﹁
禁
制
﹂
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
︑
修
道
院
の

茶
室
が
茶
を
も
て
な
す
場
で
あ
る
と
共
に
︑
修
行
の
空
間
と
し
て
も
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
茶
の
湯
に
使
う
水
は
﹁
夜
が
明
け
﹂
た
こ
ろ
に
汲
む
よ

う
命
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
︑﹁
茶
の
水
は
暁
汲
た
る
を
用
る
な
り
﹂
と

利
休
は
説
き
︑
両
者
は
同
じ
取
水
時
刻
を
定
め
て
い
た
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は

カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
と
し
て
聖
別
さ
れ
た
﹁
ホ
ー
リ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
﹂
を
儀
式

で
扱
い
︑
茶
の
湯
で
は
﹁
清
水
﹂
を
特
別
に
用
い
た
の
で
あ
る
︒

　
修
道
院
に
は
二
つ
の
様
式
の
茶
室
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
︒

そ
の
一
つ
が
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
一
五
四
項
目
に
示
さ
れ
て

い
る
﹁
周
囲
に
縁
側
の
あ
る
二
室
一
組
の
座
敷
﹂
と
い
う
も
の
で
︑
そ
れ
は
接

待
の
間
を
意
図
す
る
設
計
で
あ
っ
た
︒
茶
は
座
敷
の
隣
に
設
け
ら
れ
た
茶
室
で

点
て
ら
れ
︑
客
の
い
る
座
敷
へ
と
運
ば
れ
た
︒
こ
の
条
件
は
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ

の
在
日
頃
の
武
家
屋
敷
を
描
い
た
多
賀
大
社
所
蔵
﹁
調
馬
図
屏
風
﹂
の
構
図
に
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も
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
も
う
一
つ
の
茶
室
は
﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
の
﹁
禁
制
﹂
に
示
さ
れ
て
い
る

﹁
茶
の
湯
の
家
﹂
で
︑
修
道
院
の
敷
地
内
に
設
け
ら
れ
た
草
庵
茶
室
で
あ
る
︒

そ
こ
で
は
茶
は
客
の
前
で
点
て
ら
れ
る
︒﹁
客
の
も
て
な
し
方
規
則
﹂
第
一
三

項
目
に
は
︑
茶
室
の
目
的
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
魂
の
糧
を
与
え
る
た
め
で
あ

る
と
明
記
さ
れ
て
い
た
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
室
内
の
禁
止
事
項
を
打
ち
出

し
︑
生
活
空
間
と
完
全
に
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
第
九
六
項
目
に
は
酒
と
肴
の
振
舞
い
の

作
法
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
饗
応
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
︒
他
方
﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹁
客
の
も
て
な
し
方
規

則
﹂
第
一
一
項
目
に
は
︑
利
休
が
わ
び
茶
の
懐
石
と
し
て
最
も
多
く
茶
会
で
用

い
た
一
汁
二
菜
で
も
て
な
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
修
行
に
基
づ

く
質
素
な
食
事
で
あ
る
︒

　
さ
ら
に
本
研
究
で
は
﹁
茶
の
湯
に
必
要
な
最
低
限
の
道
具
﹂
と
﹁
客
に
必
要

な
道
具
目
録
﹂
に
列
挙
さ
れ
た
道
具
を
挙
げ
て
︑
茶
の
湯
の
仕
度
と
食
事
の
振

舞
い
を
考
察
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
修
道
院
に
お
い
て
客
に
抹
茶
と
食
事
を
振
舞

う
た
め
の
道
具
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
茶
の
湯
関
連
規
則
の
内
容
は
︑
彼
の
在
日
期
間
に
流
行

し
て
い
た
茶
の
湯
の
様
式
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
日

本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄
は
︑
信
長
を
中
心
と
す
る
有
力
武
将
や
豪
商
た

ち
に
よ
っ
て
嗜
ま
れ
た
社
交
を
目
的
と
す
る
茶
の
湯
に
対
応
す
る
た
め
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
他
方
︑﹁
日
本
管
区
規
則
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る

﹁
茶
の
湯
者
規
則
﹂
と
﹁
客
の
も
て
な
し
方
規
則
﹂
は
︑
利
休
の
わ
び
茶
が

人
々
へ
伝
え
ら
れ
る
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
︑
わ
び
茶
に
対
応
す
る
た
め

の
規
定
で
あ
っ
た
︒
以
上
の
結
果
︑
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
利
休
の
わ
び
茶
を
見

極
め
て
そ
の
精
神
性
を
規
則
に
採
り
入
れ
た
と
い
う
︑
新
た
な
茶
の
湯
と
キ
リ

ス
ト
教
と
の
交
流
が
解
明
さ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
は
布
教
地
の
慣
習
を
採
り
入
れ

よ
う
と
す
る
適
応
主
義
の
視
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
と
利
休
に
は
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
︒
一
つ
は
職
権
に

よ
っ
て
従
来
の
方
法
を
改
革
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
イ
エ
ズ

ス
会
第
四
代
総
長
エ
バ
ー
ハ
ー
ド
・
メ
ル
ク
リ
ア
ン
（Eberard M

ercurian, S.J., 

一
五
一
四
︱
一
五
八
〇
）
の
代
理
と
し
て
巡
察
師
と
い
う
強
大
な
権
限
を
与
え

ら
れ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
行
わ
れ
て
き
た
布
教
の
あ
り
方
を
改
め
︑
日
本
に
ふ
さ

わ
し
い
新
た
な
宣
教
方
針
を
打
ち
出
し
た
︒
他
方
の
利
休
は
︑
天
下
統
一
を
果

た
し
た
秀
吉
の
側
近
と
し
て
茶
の
湯
全
般
の
権
威
を
掌
中
に
収
め
︑
茶
道
具
や

饗
応
に
重
き
を
置
く
茶
の
湯
か
ら
︑
茶
を
供
す
る
こ
と
を
本
位
と
す
る
わ
び
茶

へ
と
改
革
し
た
︒

　
も
う
一
つ
は
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
と
利
休
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
︑
茶

の
湯
の
精
神
性
に
注
目
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
茶
室
や
露
地
︑
す
べ
て
の

茶
道
具
を
清
め
︑
そ
の
過
程
で
自
分
の
心
を
清
め
て
︑
質
素
な
食
事
を
い
た
だ

く
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
聖
職
者
で
あ
る
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
と
っ
て
︑
わ
び

茶
は
新
た
な
宣
教
方
針
を
打
ち
出
す
た
め
の
最
適
な
日
本
の
礼
儀
作
法
で
あ
っ
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た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

注（
1
）  

巡
察
師
は
総
長
自
身
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
も
の
で
︑
総
長
の
代
理
と
し
て
宣
教
地

に
赴
き
イ
エ
ズ
ス
会
員
の
指
導
や
現
地
調
査
な
ど
を
担
う
職
名
で
あ
る
︒
松
田
毅
一
他

訳
﹃
日
本
巡
察
記
﹄（
平
凡
社
︑
一
九
七
三
）
緒
言
ⅱ
ペ
ー
ジ
︒

（
2
）  

上
智
学
院
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員
会
編
﹃
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
﹄
第
3
巻

（
研
究
社
︑
二
〇
〇
二
）
一
一
五
一
ペ
ー
ジ
︒

（
3
）  

井
出
勝
美
訳
﹁「
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
第
一
回
協
議
会
」（
一
五
八
〇
︱
八
一
年
）
と
東

イ
ン
ド
巡
察
師
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
裁
決
（
一
五
八
二
年
）﹂﹃
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
﹄

二
二
輯
（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
二
）
二
四
五
︱
三
四
三
ペ
ー
ジ
︒

（
4
）  

矢
沢
利
彦
ほ
か
訳
﹃
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
士
礼
法
指
針
﹄（
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
︑

一
九
七
〇
）
四
二
ペ
ー
ジ
︒

（
5
）  

松
田
ほ
か
︑
前
掲
書
︑
二
三
ペ
ー
ジ
︒

（
6
）  

滋
賀
県
教
育
委
員
会
編
著
﹃
発
掘
調
査
20
年
の
記
録
　
安
土
　
信
長
の
城
と
城
下

町
﹄（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
︑
二
〇
〇
九
）
一
二
︱
二
一
ペ
ー
ジ
︒

（
7
）  

加
藤
知
弘
﹃
バ
テ
レ
ン
と
宗
麟
の
時
代
﹄（
石
風
社
︑
一
九
九
六
）
三
四
八
ペ
ー
ジ
︒

（
8
）  

矢
沢
ほ
か
︑
前
掲
書
︑
六
八
ペ
ー
ジ
︒

（
9
）  

松
田
ほ
か
︑
前
掲
書
︑
一
二
〇
ペ
ー
ジ
︒

（
10
）  

井
出
︑
前
掲
書
︑
二
九
四
ペ
ー
ジ
︒

（
11
）  

ロ
ペ
ス
・
ガ
イ
著
︑
井
出
勝
美
訳
﹃
初
期
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
お
け
る
準
備
布
教
﹄

（
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
所
︑
一
九
六
八
）
一
九
ペ
ー
ジ
︒

（
12
）  

矢
沢
ほ
か
︑
前
掲
書
︑
一
一
一
︱
一
一
二
ペ
ー
ジ
︒

（
13
）  

同
上
書
︑
一
一
三
ペ
ー
ジ
︒

（
14
）  

同
上
書
︑
八
九
ペ
ー
ジ
︒

（
15
）  

同
上
書
︑
九
〇
ぺ
ー
ジ
︒

（
16
）  

土
井
忠
生
ほ
か
編
訳
﹃
邦
訳
日
葡
辞
書
﹄（
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
）
五
四
六
ペ
ー
ジ
︒

（
17
）  

松
田
毅
一
ほ
か
訳
﹃
完
訳
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
二
　
織
田
信
長
篇
Ⅱ
﹄（
中
央
公
論
新
社
︑

二
〇
〇
〇
）
一
四
四
ペ
ー
ジ
︒

（
18
）  

同
上
書
︑
二
七
〇
ペ
ー
ジ
︒

（
19
）  

佐
野
泰
彦
ほ
か
訳
﹃
日
本
教
会
史
﹄
上
︑
大
航
海
時
代
叢
書
第
一
期
Ⅸ
（
岩
波
書
店
︑

一
九
六
七
）
五
五
二
ペ
ー
ジ
︒

（
20
）  

永
島
福
太
郎
編
﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
六
（
淡
交
社
︑
一
九
八
九
）
二
〇
〇
︱
二
〇
二

ペ
ー
ジ
︒

（
21
）  

同
上
書
︑
一
九
五
︱
一
九
七
ペ
ー
ジ
︒

（
22
）  

井
出
︑
前
掲
書
︑
三
三
一
ペ
ー
ジ
︒

（
23
）  

こ
の
裁
決
で
は
︑
例
外
と
し
て
長
崎
︑
口
之
津
︑
豊
後
な
ど
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
慣

れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は
︑
豚
や
牛
は
日
本
風
に
調
理
さ
れ
︑
骨
を
除
い
て
肉
を
小

さ
め
に
切
っ
て
食
卓
へ
出
す
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
際
に
は
︑
調
理
に
使
う
器
は
牛
肉

の
汁
は
匂
い
が
付
く
た
め
︑
専
用
の
汁
御
器
に
入
れ
る
こ
と
な
ど
が
規
定
と
な
っ
た
︒

但
し
︑
パ
ン
︑
コ
ッ
ペ
パ
ン
︑
酢
漬
け
︑
オ
リ
ー
ブ
な
ど
の
清
潔
で
日
本
人
に
違
和
感

を
与
え
な
い
食
物
は
︑
こ
の
規
定
か
ら
除
外
さ
れ
た
︒
同
上
書
︑
三
三
二
ペ
ー
ジ
︒

（
24
）  

千
宗
左
・
千
宗
室
・
千
宗
守
監
修
﹃
利
休
大
事
典
﹄（
淡
交
社
︑
一
九
八
九
）
三
五
三

︱
三
五
八
ペ
ー
ジ
︒

（
25
）  

同
上
書
︑
三
三
一
ペ
ー
ジ
︒

（
26
）  

熊
倉
功
夫
校
注
﹃
山
上
宗
二
記
︱
付
茶
話
指
月
集
︱
﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
）

一
二
ペ
ー
ジ
︒

（
27
）  José Luis Alvares Taladriz

編
註
﹁
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
第
二
回
総
協
議
会
議
事
録
と
裁

決
（
一
五
九
〇
年
）﹂﹃
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
﹄
第
一
六
輯
（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
六
）

二
七
四
︱
二
七
五
ペ
ー
ジ
︒

（
28
）  

同
上
書
︑
二
七
五
ペ
ー
ジ
︒

（
29
）  Regras pera o C

hanoyuxa. Achivum
 R

om
anum

 Societatis Iesu (A
R

SI), Jap.Sin.2, 
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f.106v. 

本
稿
で
扱
う
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
収
蔵
の
史
料
は
︑
ル
シ
オ
・
デ
・
ソ
ウ
ザ
氏

に
よ
り
活
字
化
・
英
語
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
邦
題
は
尾
原
悟
師
に
よ
る
︒﹃
イ
エ
ズ

ス
会
日
本
関
係
文
書
﹄（
南
窓
社
︑
一
九
八
一
）︒

（
30
）  

筒
井
紘
一
﹃
利
休
聞
き
書
き
﹁
南
方
録
　
覚
書
﹂﹄（
講
談
社
︑
二
〇
一
六
）
五
八
ペ
ー

ジ
︒

（
31
）  Regras pera o C

hanoyuxa. AR
SI, Jap.Sin.2, f.106v.

（
32
）  

筒
井
︑
前
掲
書
︑
六
二
ペ
ー
ジ
︒

（
33
）  

同
上
書
︑
六
八
ペ
ー
ジ
︒

（
34
）  

筒
井
紘
一
﹃
す
ら
す
ら
読
め
る
南
方
録
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
〇
三
）
八
〇
ペ
ー
ジ
︒

（
35
）  

関
根
宗
中
﹃
綜
合
藝
術
と
し
て
の
茶
道
と
易
思
想
﹄（
淡
交
社
︑
二
〇
〇
八
）
二
一
三

︱
二
一
四
ペ
ー
ジ
︒

（
36
）  

松
田
ほ
か
﹃
日
本
巡
察
記
﹄
三
〇
ペ
ー
ジ
︒

（
37
）  O

s D
ógus do chanoyu o m

enos que pode ter. São estes. AR
SI, Jap.Sin.2, f.107v.

（
38
）  

茶
の
葉
を
蒸
し
た
後
︑
揉
ま
ず
に
そ
の
ま
ま
乾
燥
さ
せ
て
茶
壺
の
中
で
保
存
さ
れ
た

も
の
︒
筒
井
紘
一
編
﹃
新
版
茶
道
大
辞
典
﹄（
淡
交
社
︑
二
〇
一
〇
）
八
二
一
ペ
ー
ジ
︒

（
39
）  

抹
茶
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
茶
入
︒
同
上
書
︑
九
八
五
ペ
ー
ジ
︒

（
40
）  

露
地
用
具
の
一
種
︒
棕
櫚
の
葉
を
五
枚
重
ね
に
し
て
藤
蔓
で
編
ん
だ
箒
で
︑
飾
り
箒

と
し
て
外
露
地
の
腰
掛
待
合
の
支
柱
に
か
け
る
︒
同
上
書
︑
五
六
二
ペ
ー
ジ
︒

（
41
）  Regras do que tem

 com
ta de agasalhar os hospedes. AR

SI, Jap.Sin.2, f.102v.

（
42
）  

筒
井
紘
一
﹃
懐
石
の
研
究
︱
︱
わ
び
茶
の
食
礼
﹄（
淡
交
社
︑
一
九
九
二
）
四
五
ペ
ー

ジ
︒

（
43
）  

同
上
書
︑
同
ペ
ー
ジ
︒

（
44
）  

同
上
書
︑
四
六
ペ
ー
ジ
︒

（
45
）  

千
宗
室
編
纂
﹃
茶
道
古
典
全
集
﹄
第
六
巻
（
淡
交
新
社
︑
一
九
五
八
）
四
五
八
ペ
ー
ジ
︒

（
46
）  

楽
家
初
代
作
赤
楽
茶
碗
︒
筒
井
編
︑
前
掲
書
︑
三
三
七
︱
三
三
八
ペ
ー
ジ
︒

（
47
）  

水
指
の
一
種
で
︑
材
料
に
赤
杉
材
を
用
い
る
︒
同
上
書
︑
一
〇
九
〇
ペ
ー
ジ
︒

（
48
）  Regras do ue tem

 com
ta de agasalhar os hospedes. AR

SI, Jap.Sin.2, f.102v.

（
49
）  

筒
井
﹃
懐
石
の
研
究
︱
︱
わ
び
茶
の
食
礼
﹄
一
〇
七
︱
一
一
二
ペ
ー
ジ
︒

（
50
）  

同
上
書
︑
一
〇
五
ペ
ー
ジ
︒

（
51
）  Regras do cozinheiro. AR

SI, Jap.Sin.2, f.112.

（
52
）  Rol dos D

ogus que são necessarios para os hospedes. AR
SI, Jap.Sin. 2, f.103v.

（
53
）  

佐
野
ほ
か
︑
前
掲
書
︑
五
五
七
ペ
ー
ジ
︒

（
54
）  

土
井
ほ
か
︑
前
掲
書
︑
三
〇
八
ペ
ー
ジ
︒

（
55
）  

檜
や
杉
材
を
薄
く
剥
い
で
つ
く
っ
た
板
︒
筒
井
編
︑
前
掲
書
︑
一
〇
四
九
ペ
ー
ジ
︒

（
56
）  

千
編
纂
︑
前
掲
書
︑
三
三
三
ペ
ー
ジ
︒

（
57
）  

小
林
弘
明
発
行
﹃
必
携
千
利
休
事
典
﹄（
世
界
文
化
社
︑
二
〇
〇
〇
）
七
二
ペ
ー
ジ
︒

（
58
）  

佐
野
ほ
か
︑
前
掲
書
︑
五
五
八
ペ
ー
ジ
︒

（
59
）  

同
上
書
︑
五
六
三
ペ
ー
ジ
︒

（
60
）  

同
上
書
︑
同
ペ
ー
ジ
︒

（
61
）  

同
上
書
︑
五
六
四
ペ
ー
ジ
︒

（
62
）  Regras do cozinheiro. AR

SI, Jap.Sin.2, f.112.

（
63
）  

筒
井
編
︑
前
掲
書
︑
九
九
一
ペ
ー
ジ
︒

（
64
）  

山
陽
新
聞
社
編
集
局
編
﹃
や
き
も
の
備
前
︱
︱
歴
史
と
風
土
﹄（
山
陽
新
聞
社
︑

一
九
七
六
）
一
二
七
︱
一
二
八
ペ
ー
ジ
︒

（
65
）  

同
上
書
︑
一
〇
八
︑ 

一
一
〇
ペ
ー
ジ
︒

（
66
）  

堺
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
﹃
堺
市
文
化
財
調
査
概
要
報
告
﹄
第
七
七
冊
（
堺

市
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
八
）
一
二
︱
一
三
ペ
ー
ジ
︒

参
考
文
献

浅
見
雅
一

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
偶
像
崇
拝
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
九
︒

ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ

　﹃
日
本
の
カ
テ
キ
ズ
モ
﹄
家
入
敏
光
訳
︑
天
理
図
書
館
︑
一
九
六
九
︒

ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ヴ
ォ
ル
ピ
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　﹃
巡
察
師
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
と
日
本
﹄
一
塾
社
︑
二
〇
〇
八
︒

江
後
廸
子

　﹃
信
長
の
お
も
て
な
し
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
︒

海
老
沢
有
道

　﹃
ス
ピ
リ
ツ
ア
ル
修
行
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
三
一
輯
︑
教
文
館
︑
一
九
九
四
︒

海
老
沢
有
道
ほ
か

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
書
　
排
耶
書
﹄
日
本
思
想
大
系
︑
二
五
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
〇
︒

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
理
書
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
三
〇
輯
︑
教
文
館
︑
一
九
九
三
︒

岡
田
章
雄

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
・
バ
テ
レ
ン
︱
布
教
と
俗
信
︱
﹄
至
文
堂
︑
一
九
六
六
︒

尾
原
悟

　﹃
ヒ
イ
デ
ス
の
導
師
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
三
二
輯
︑
教
文
館
︑
一
九
九
五
︒

　﹃
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
三
八
輯
︑
教
文
館
︑
二
〇
〇
一
︒

　﹃
コ
ン
テ
ム
ツ
ス
ム
ン
ヂ
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
三
九
輯
︑
教
文
館
︑
二
〇
〇
二
︒

　﹃
き
り
し
た
ん
の
お
ら
し
ょ
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
四
二
輯
︑
教
文
館
︑
二
〇
〇
五
︒

　﹃
き
り
し
た
ん
の
殉
教
と
潜
伏
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
四
三
輯
︑
教
文
館
︑
二
〇
〇
六
︒

ロ
ペ
ス
・
ガ
イ

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
典
礼
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
︑
一
九
八
三
︒

　﹃
初
期
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
お
け
る
準
備
布
教
﹄
井
出
勝
美
訳
︑
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
︑

一
九
六
八
︒

川
村
信
三

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
信
徒
組
織
の
誕
生
と
変
容
﹄
教
文
館
︑
二
〇
〇
三
︒

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
　
高
山
右
近
と
そ
の
時
代
﹄
教
文
館
︑
二
〇
一
六
︒

マ
イ
ケ
ル
・
ク
ー
パ
ー

　﹃
通
辞
ロ
ド
リ
ゲ
ス
﹄
松
本
た
ま
訳
︑
原
書
房
︑
一
九
九
一
︒

五
井
野
隆
史

　﹃
徳
川
初
期
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
三
︒

　﹃
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
︒

神
津
朝
夫

　﹃
千
利
休
の
﹁
わ
び
﹂
と
は
な
に
か
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
〇
五
︒

　﹃
山
上
宗
二
記
入
門
﹄
角
川
芸
術
出
版
︑
二
〇
〇
七
︒

千
宗
室
編

　﹁
海
外
の
茶
道
﹂﹃
茶
道
学
大
系
﹄
別
巻
︑
淡
交
社
︑
二
〇
〇
一
︒

高
瀬
弘
一
郎

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
七
︒

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
文
化
と
諸
相
﹄
八
木
書
店
︑
二
〇
〇
五
︒
　

高
橋
裕
史
訳

　﹃
東
イ
ン
ド
巡
察
記
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
〇
五
︒

　﹃
イ
エ
ズ
ス
会
の
世
界
戦
略
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
六
︒

谷
端
昭
夫
編

　﹁
茶
道
の
歴
史
﹂﹃
茶
道
学
大
系
﹄
第
二
巻
︑
淡
交
社
︑
一
九
九
九
︒

フ
ー
ベ
ル
ト
・
チ
ー
リ
ス
ク

　﹁
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
所
蔵
日
本
人
キ
リ
シ
タ
ン
書
翰
﹂﹃
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
﹄
第
六
輯
︑
キ

リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
編
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
一
︒

　﹁
セ
ミ
ナ
リ
オ
の
教
師
た
ち
﹂﹃
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
﹄
第
一
一
輯
︑
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究

会
編
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
六
︒

　﹁
セ
ル
ケ
イ
ラ
司
教
の
報
告
書
﹂﹃
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
﹄
第
一
三
輯
︑
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研

究
会
編
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
〇
︒

　﹁
臼
杵
の
修
練
院
﹂﹃
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
﹄
第
一
八
輯
︑
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
編
︑
吉

川
弘
文
館
︑
一
九
七
八
︒

筒
井
紘
一

　﹃
茶
の
湯
の
古
典
二
　
南
方
録
覚
書
・
茶
話
指
月
集
﹄
世
界
文
化
社
︑
一
九
八
四
︒

　﹃
茶
の
湯
の
事
始
﹄
講
談
社
︑
一
九
九
二
︒

　﹃
利
休
百
話
﹄
淡
交
社
︑
一
九
九
九
︒
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　﹃
す
ら
す
ら
読
め
る
南
方
録
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
三
︒

　﹃
茶
書
の
研
究
︱
︱
数
寄
風
流
の
成
立
と
展
開
﹄
淡
交
社
︑
二
〇
〇
三
︒

　﹃
利
休
の
逸
話
﹄
淡
交
社
︑
二
〇
一
三
︒

　﹃
利
休
の
茶
会
﹄
K
A
D
O
K
A
W
A
︑
二
〇
一
五
︒

　﹃
利
休
の
懐
石
﹄
K
A
D
O
K
A
W
A
︑
二
〇
一
九
︒

土
井
忠
生

　﹁
十
六
・
七
世
紀
に
お
け
る
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
布
教
上
の
教
会
用
語
の
問
題
﹂﹃
キ
リ
シ
タ

ン
研
究
﹄
第
一
五
輯
︑
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
編
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
三
︒

戸
田
勝
久

　﹃
千
利
休
秘
伝
書
　
南
方
録
の
展
開
﹄
平
凡
社
︑
一
九
八
八
︒

　﹃
南
方
録
の
行
方
﹄
淡
交
社
︑
二
〇
〇
七
︒

戸
田
勝
久
編

　﹁
茶
事
と
茶
会
﹂﹃
茶
道
学
大
系
﹄
第
三
巻
︑
淡
交
社
︑
二
〇
〇
〇
︒

永
島
福
太
郎

　﹃
中
世
文
化
人
の
記
録
　
茶
会
記
の
世
界
﹄
淡
交
社
︑
一
九
七
六
︒

永
島
福
太
郎
編

　﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
七
︑
淡
交
社
︑
一
九
八
九
︒

中
村
利
則
編

　﹁
茶
室
と
露
地
﹂﹃
茶
道
学
大
系
﹄
第
六
巻
︑
淡
交
社
︑
二
〇
〇
〇
︒

芳
賀
幸
四
郎

　﹃
千
利
休
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
三
︒

ウ
イ
リ
ア
ム
・
バ
ン
ガ
ー
ド

　﹃
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
﹄
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
︑
二
〇
〇
四
︒

久
松
真
一

　﹃
南
方
録
﹄
淡
交
社
︑
一
九
七
五
︒

二
木
謙
一

　﹃
中
世
武
家
の
作
法
﹄
日
本
歴
史
学
会
︑
一
九
九
九
︒

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス

　﹃
完
訳
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
1
　
織
田
信
長
篇
Ⅰ
﹄
松
田
毅
一
ほ
か
訳
︑
中
央
公
論
新
社
︑

二
〇
〇
〇
︒

　﹃
完
訳
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
2
　
織
田
信
長
篇
Ⅱ
﹄
松
田
毅
一
ほ
か
訳
︑
中
央
公
論
新
社
︑

二
〇
〇
〇
︒

　﹃
完
訳
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
3
　
織
田
信
長
篇
Ⅲ
﹄
松
田
毅
一
ほ
か
訳
︑
中
央
公
論
新
社
︑

二
〇
〇
〇
︒

　﹃
完
訳
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
4
　
織
田
信
長
篇
Ⅳ
﹄
松
田
毅
一
ほ
か
訳
︑
中
央
公
論
新
社
︑

二
〇
〇
〇
︒

堀
新

　﹃
信
長
公
記
を
読
む
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
九
︒

松
田
毅
一

　﹁
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
著
﹃
日
本
史
﹄
の
研
究
︱
初
期
五
畿
内
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
研
究
史
料

と
し
て
︱
﹂﹃
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
﹄
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
編
︑
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
五
九
︒

松
田
毅
一
監
訳

　﹃
十
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
書
集
﹄
第
3
期
・
第
1
巻
︑
同
朋
舎
︑
一
九
九
七
︒

　﹃
十
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
書
集
﹄
第
3
期
・
第
2
巻
︑
同
朋
舎
︑
一
九
九
八
︒

　﹃
十
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
書
集
﹄
第
3
期
・
第
3
巻
︑
同
朋
舎
︑
一
九
九
八
︒

増
渕
宗
一

　﹃
茶
道
と
十
字
架
﹄
角
川
選
書
︑
二
〇
〇
〇
︒

ヨ
ゼ
フ
・
B
・
ム
イ
ベ
ル
ガ
ー

　﹃
日
本
に
お
け
る
信
仰
﹄
サ
ン
パ
ウ
ロ
︑
二
〇
〇
四
︒

村
井
康
彦

　﹃
千
利
休
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
四
︒

盛
本
昌
広

　﹃
贈
答
と
宴
会
の
中
世
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
︒
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柳
谷
武
夫

　﹁
セ
ミ
ナ
リ
オ
の
生
徒
た
ち
﹂﹃
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
﹄
第
一
一
輯
︑
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究

会
編
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
六
︒

矢
部
良
明

　﹃
千
利
休
の
創
意
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
九
五
︒

J
・
A
・
ユ
ン
グ
マ
ン

　﹃
ミ
サ
﹄
福
地
幹
男
訳
︑
オ
リ
エ
ン
ス
宗
教
研
究
所
︑
一
九
九
二
︒

米
井
力
也

　﹃
キ
リ
シ
タ
ン
と
翻
訳
　
異
文
化
接
触
の
十
字
路
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
〇
九
︒

イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ

　﹃
霊
操
﹄
門
脇
佳
吉
訳
︑
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
五
︒

﹁
懐
石
と
菓
子
﹂﹃
茶
道
学
大
系
﹄
第
四
巻
︑
淡
交
社
︑
一
九
九
九
︒

﹁
茶
室
・
露
地
﹂﹃
茶
道
学
大
系
﹄
第
六
巻
︑
淡
交
社
︑
二
〇
〇
〇
︒

﹁
茶
の
古
典
﹂﹃
茶
道
学
大
系
﹄
第
十
巻
︑
淡
交
社
︑
二
〇
〇
一
︒
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