
は
じ
め
に

『
ウ
ル
バ
ー
ノ
・
モ
ン
テ
年
代
記
』
は
ミ
ラ
ノ
の
地
理
学
者
ウ
ル
バ
ー
ノ
・
モ

ン
テ
の
年
代
記
で
、
正
確
に
は
『
い
わ
ゆ
る
モ
ン
テ
ィ
家
の
か
か
る
名
を
も
つ
ウ

ル
バ
ー
ノ
三
世
（
の
記
録
）（U

rbano
Terzo

diTalnom
e

In
detta

Fam
eglia

D
e,

M
onti

）』
全
四
巻
で
あ
る
。
世
界
最
大
級
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ

手
稿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
コ
手
稿
（C

odice
A

tlantico
）
を

所
蔵
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
、
ア
ン
ブ
ロ
ジ
ア
ー
ナ
図
書
館
（B

iblioteca

A
m

brosiana

）
が
、
こ
の
年
代
記
を
所
蔵
（
請
求
番
号M

s.
P.

251.
sup

）
し
て

い
る
。
同
館
は
、
ミ
ラ
ノ
の
中
心
部
、
ミ
ラ
ノ
大
聖
堂
広
場
（Piazza

del

D
uom

o

）
の
西
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
（Piazza

Pio
XI,2

20123,M
ilano

）

に
あ
り
、
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
な
ど
を
所
蔵
す
る
絵
画
館
（Pinacoteca

A
m

brosi-

ana

）
と
併
設
し
て
い
る
。
館
名
は
ミ
ラ
ノ
の
守
護
聖
人
ア
ン
ブ
ロ
ッ
ジ
ョ
に
由

来
す
る
。

『
ウ
ル
バ
ー
ノ
・
モ
ン
テ
年
代
記
』
に
み
る

天
正
遣
欧
使
節
と
織
豊
期
の
日
本
（
一
）

伊

川

健

二

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
三
号

二
〇
〇
九
年
三
月

アンブロジアーナ図書館（２００３年１１月２９日）アンブロジアーナ図書館（２００３年１１月２９日）
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『
ウ
ル
バ
ー
ノ
・
モ
ン
テ
年
代
記
』
の
日
本
関
係
記
事
の
な
か
で
は
、
八
八
丁

表
か
ら
九
〇
丁
表
に
か
け
て
の
、
天
正
遣
欧
使
節
の
少
年
四
名
と
、
彼
ら
を
引
率

し
た
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
メ
ス
キ
ー
タ
の
肖
像
画
が
著
名
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
八

九
丁
裏
の
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
像
は
、
松
田
毅
一
『
天
正
遣
欧
使
節
』（
講
談
社
、

一
九
九
九
）
の
表
紙
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
ロ
ー
マ
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ
一

三
世
の
家
系
に
連
な
る
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
ニ
家
が
、
メ
ス
キ
ー
タ
な
ら
び
に
伊
東
マ

ン
シ
ョ
の
肖
像
画
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

が
そ
れ
を
購
入
す
る
ま
で
、
印
刷
物
を
除
く
彼
ら
の
唯
一
の
肖
像
と
さ
れ
て
い
た
（
１
）
。

そ
の
肖
像
画
の
知
名
度
に
比
し
て
、
同
書
に
ど
の
よ
う
な
文
章
が
書
か
れ
、
ど

の
よ
う
に
日
本
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
日
伊
を
通
じ
て
ほ
と
ん

ど
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
史
料
』

第
一
一
編
別
巻
之
一
〜
二
（
東
京
大
学
、
一
九
五
九
〜
六
一
）（
以
下
、『
大
日
本

史
料
』）
ほ
か
関
係
文
献
に
も
、
原
文
、
邦
訳
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
（
２
）
。
同
書
の

一
五
八
五
年
七
月
二
五
日
条
（
六
四
丁
表
か
ら
九
一
丁
裏
）
に
は
、
じ
つ
に
二
八

丁
に
わ
た
る
関
係
記
事
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
七
月
二
五
日
か
ら
二
七
日
（
３
）
ま
で
ミ

ラ
ノ
に
滞
在
し
た
使
節
一
行
か
ら
聴
取
し
た
情
報
と
考
え
ら
れ
、
質
量
と
も
に
看

過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
内
容
で
あ
る
。
年
代
記
の
日
付
か
ら
、
右
三
日
の
滞
在

期
間
の
う
ち
、
到
着
直
後
の
二
五
日
に
は
す
で
に
聴
取
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。訳

者
は
二
〇
〇
三
年
一
一
月
三
〇
日
に
原
本
調
査
を
し
、
当
該
部
分
の
複
写
を

入
手
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
関
連
部
分
の
写
真
、
要
旨
お
よ
び
論
考
は
ミ
ラ
ノ
商

工
会
議
所
『
ミ
ラ
ノ
と
日
本
の
出
逢
い
』（C

am
era

diC
om

m
ercio,A

nno
1585,

M
ilano

vista
dei

giapponesi

（M
ilano

:
C

am
era

diC
om

ercio,1990

））
と

し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
至
っ
た
。
同
書
に
お
け
る
要
旨
の
紹
介
は

詳
細
で
あ
る
が
、
翻
刻
で
は
な
い
。
ま
た
、
古
く
はG

utierrez,B
eniam

ino,La

Prim
a

A
m

bascieria
G

iapponese
in

Italia

（M
ilano

:
Litografico

C
arlo

Per-

ego,
1938

）
が
あ
る
が
、
本
文
の
忠
実
な
翻
刻
で
は
な
く
、
簡
潔
な
文
体
へ
改

め
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
翻
刻
に
お
け
る
該
当
箇
所
を
イ
タ
リ
ッ
ク
体

で
表
示
を
し
た
上
で
、
右
論
文
に
お
け
る
対
応
箇
所
を
〔[G

utierrez]pp.

〕
と

示
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ウ
ル
バ
ー
ノ
・
モ
ン
テ
年
代
記
の
日
本
関

係
部
分
の
翻
刻
な
ら
び
に
邦
訳
を
お
こ
な
っ
た
。
と
り
わ
け
邦
訳
に
際
し
て
は
細

心
の
注
意
に
努
め
て
は
い
る
も
の
の
、
訳
者
の
経
験
不
足
に
よ
り
至
ら
ぬ
点
が
あ

る
可
能
性
を
否
定
し
え
な
い
。
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
原
本
調
査
時
に
入
手
し
た

複
写
な
ら
び
に
、
右
刊
本
を
併
用
し
た
。
ま
た
、
全
体
を
分
割
す
る
た
め
に
、
内

容
に
応
じ
て
各
項
目
名
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
分
割
を
区
切
り
と
し
て
、
邦
訳
と

該
当
部
の
翻
刻
を
交
互
に
並
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
各
項
目
名
は
、
原
書
で
は
本

文
左
脇
に
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
内
容
に
応
じ
て
適
宜
本
文
中
に
挿
入
し
た

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
脈
に
よ
り
原
史
料
の
位
置
と
は
異
な
る
箇
所
に

挿
入
し
て
い
る
項
目
も
あ
る
上
、
項
目
が
変
わ
る
場
所
に
お
け
る
改
行
は
、
必
ず

し
も
原
書
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
各
項
目
内
に
お
け
る
改
行
は
、

原
書
に
し
た
が
っ
て
施
し
て
い
る
。
単
語
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
と
綴
り
が
異
な

る
も
の
も
原
文
の
綴
り
に
し
た
が
い
翻
刻
し
て
い
る
が
、
大
文
字
小
文
字
に
つ
い

て
は
適
宜
修
正
を
加
え
て
い
る
。
煩
瑣
を
避
け
る
た
め
、
丁
数
は
翻
刻
の
み
に
記

し
て
い
る
。
括
弧
は
原
文
中
に
あ
る
も
の
は
（

）、
訳
者
に
お
い
て
付
し
た
も

の
は
〔

〕
で
記
載
し
た
。

以
上
の
原
則
に
よ
り
、
今
回
は
最
初
か
ら
七
三
丁
裏
の
途
中
ま
で
を
掲
載
す
る
。

『
ウ
ル
バ
ー
ノ
・
モ
ン
テ
年
代
記
』
一
五
八
五
年
七
月
二
五
日
条

七
月
二
五
日
、
日
本
人
た
ち
が
ミ
ラ
ノ
へ
来
る
（
４
）
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ま
さ
に
ボ
ッ
ロ
ー
メ
オ
の
記
憶
に
よ
り
彩
ら
れ
た
こ
の
記
念
日
は
、
し
か
し
な

が
ら
ふ
た
た
び
二
人
の
日
本
国
王
大
使
〔
天
正
遣
欧
使
節
〕
た
ち
の
ミ
ラ
ノ
来
訪

に
よ
り
彩
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
彼
ら
は
、
行
政
官
会
議
、
学
者
た
ち
、
騎
士
た

ち
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
貴
族
と
、
居
合
わ
せ
た
人
々
を
統
べ
る
者
に
よ
る
大
い

な
る
歓
迎
と
と
も
に
、
男
爵
と
し
て
の
待
遇
と
名
誉
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

国
王
大
使
た
ち
は
、
滑
ら
か
で
深
紅
〔
の
服
〕
と
、
船
員
風
の
靴
下
、
金
で
飾
ら

れ
た
錦
の
半
長
靴
そ
し
て
色
と
り
ど
り
の
帽
子
を
着
用
し
、
ロ
ー
マ
門
か
ら
入
城

し
た
。
そ
れ
ら
は
ボ
ル
ゴ
を
不
意
打
ち
し
た
夕
立
ち
の
た
め
で
、
公
子
た
ち
〔
使

節
一
行
〕
の
手
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
。〔
彼
ら
は
〕
進
む
よ
う
に
促
さ
れ
、
敬
意

を
表
し
て
右
側
へ
招
か
れ
た
。
主
席
の
人
物
は
、
二
〇
歳
で
ド
ン
・
マ
ン
シ
ョ
と

呼
ば
れ
、
総
督
に
脇
侍
し
た
。
次
席
の
人
物
は
一
八
歳
で
ド
ン
・
ミ
ケ
ー
レ
と
呼

ば
れ
、
大
書
記
官
に
脇
侍
し
た
。
も
う
ふ
た
り
の
日
本
人
男
爵
が
い
た
。
ひ
と
り

は
一
七
歳
で
ド
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ノ
と
呼
ば
れ
上
院
議
長
に
脇
侍
し
、
他
は
ほ
ぼ
同

年
齢
で
ド
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
と
呼
ば
れ
、
判
事
長
と
同
行
し
た
。
彼
ら
に
は
、

日
本
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
そ
の
他
の
〔
地
域
の
〕
彼
ら
の
会
の
た
く
さ
ん
の
他
の
重

要
人
物
、
と
り
わ
け
メ
ス
キ
ー
タ
司
祭
と
よ
ば
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
司
祭
が
し
た

が
っ
て
い
た
。〔
彼
ら
の
〕
肖
像
画
は
、
単
純
八
行
詩
と
と
も
に
こ
の
先
の
適
当

な
箇
所
へ
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
事
柄
を
述
べ
る
前
に
、
読

者
に
よ
り
満
足
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
は
る
か
か
な
た
の
国
か
ら
彼
ら
が
来
訪

し
た
こ
と
を
、
旅
の
概
略
、
そ
し
て
彼
ら
の
王
国
を
出
発
し
て
か
ら
の
出
来
事
と

と
も
に
述
べ
、
彼
ら
の
国
の
習
慣
や
性
格
の
一
部
を
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
一
三
世
教
皇

聖
下
に
捧
げ
た
従
順
さ
、
教
皇
聖
下
と
枢
機
�
会
議
へ
対
し
て
訳
者
を
通
し
て
述

べ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
ほ
か
の
特
筆
す
べ
き
こ
と
ど
も
と
と
も
に
語
る
こ
と
と

し
た
い
。
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lug
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d
ellis.riG
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Papa
G

regorio
decim

oterzo
etquanto

sia
da

loro
per

m
ezo

di
uno

suo
ora-

tore
detto

a
sua

s.ta
etconcistoro.etaltre

cose
notabile.

〔[G
utierrez]pp.48

−9
〕

日
本
島
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
他
こ
の
国
に
つ
い
て
の
記
述

日
本
は
イ
タ
リ
ア
の
三
倍
も
あ
る
大
き
な
国
（
５
）
で
、〔
一
五
〕
四
五
年
に
他
の
東

イ
ン
ド
地
域
を
航
行
し
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
半
球
に
位
置
し
、
東
地
中
海
と
ア
ル
プ
ス
と
の
間
〔
の
方

角
〕
だ
と
思
わ
れ
る
。
は
る
か
北
極
圏
五
五
度
と
赤
道
の
中
間
に
あ
た
る
ほ
ぼ
三

五
度
で
あ
り
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
や
、
サ
ル
デ
ィ
ー
ニ
ャ
、
シ
チ
リ
ア
と
い
っ

た
地
中
海
の
島
々
と
同
じ
緯
度
で
あ
る
。
日
本
列
島
は
サ
ル
デ
ィ
ー
ニ
ャ
や
シ
チ

リ
ア
と
同
じ
日
差
し
や
気
候
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
海
や
い
わ
ゆ
る
古
代
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ

ス
の
モ
レ
ア
の
半
島
と
も
同
じ
気
候
や
日
差
し
で
あ
る
。
そ
の
経
度
は
お
お
よ
そ

二
〇
二
度
で
あ
り
、
し
か
し
球
の
上
で
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
地
中
海

に
あ
る
大
小
の
島
と
対
置
す
る
位
置
に
あ
る
。〔
日
本
は
〕
ア
ジ
ア
最
果
て
の
地

域
を
洗
う
海
中
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
シ
ナ
大
王
国
が
あ
る
。
そ
こ
へ
は
八
〇
レ
グ

ア
未
満
の
距
離
が
あ
り
、
船
で
は
二
四
〇
マ
イ
ル
で
あ
る
。
三
つ
の
大
き
な
州
に

わ
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
シ
モ
〔
下
〕、
メ
ア
コ
〔
都
〕、
シ
コ
〔
四
国
？
〕
で

あ
り
、
ま
た
〔
以
上
、
補
筆
挿
入
部
分
〕
六
三
の
領
主
に
分
か
れ
、
住
民
は
名
誉

と
統
治
を
切
望
し
て
い
る
。
ま
た
彼
ら
の
う
ち
の
有
力
者
た
ち
は
、
国
を
守
り
、

拡
大
す
る
た
め
に
戦
争
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
島
は
金
銀
に
恵
ま
れ
、〔
そ
れ
ら

は
島
を
〕
富
ま
せ
て
い
る
。
油
と
ワ
イ
ン
を
欠
い
て
お
り
、
ブ
ド
ウ
や
オ
リ
ー
ブ

は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
の
人
々
に
は
火
を
灯
す
油
を
作
る

た
め
の
か
ら
し
の
種
〔
荏
胡
麻
（
６
）
〕
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
食
事
の
薬

味
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
用
い
て
、
熱
い
、
も
し
く
は
な
ま
暖
か
い

真
水
を
飲
む
（
７
）
。
彼
ら
が
大
麦
を
大
量
に
有
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
フ
ラ
マ
ン
人

や
ド
イ
ツ
人
が
ビ
ー
ル
に
お
い
て
慣
例
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
渇
き
を
癒

す
。
彼
ら
は
ミ
ツ
バ
チ
を
飼
わ
な
い
。
そ
れ
は
養
蜂
業
が
発
達
し
て
い
な
い
か
ら

で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
蜂
蜜
や
蜜
蝋
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
が
鉄
器
に
よ
り
傷

を
つ
け
、
掻
か
れ
た
あ
る
種
の
木
〔
漆
〕
は
、
樹
液
を
外
部
に
し
た
た
ら
せ
、
一

般
に
蜜
蝋
の
不
足
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
彼
ら
は
と
て
も
上
品
に
食
べ

る
。
指
の
間
に
う
ま
く
固
定
さ
れ
た
細
い
棒
を
取
り
、
食
べ
物
を
つ
か
み
、
食
物

を
取
る
。
パ
ン
を
他
の
手
で
つ
ま
む
こ
と
は
、
分
別
の
あ
る
礼
儀
作
法
と
し
て
は

し
な
い
よ
う
で
あ
り
、
控
え
め
か
つ
程
ほ
ど
に
食
す
る
。
そ
れ
は
多
く
こ
の
こ
と

の
た
め
、
ま
た
美
食
や
健
全
な
気
候
の
た
め
、
日
本
人
は
丈
夫
に
健
康
に
長
生
き

し
、
と
て
も
快
適
に
一
〇
〇
歳
以
上
に
達
す
る
。
ゆ
え
に
こ
の
健
康
的
な
国
に
お

い
て
、
医
者
は
ま
っ
た
く
利
益
を
得
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
本
来
恒
久
的
に

島
で
あ
り
、
外
部
と
は
隔
絶
さ
れ
て
き
た
た
め
、
住
民
た
ち
は
病
ん
だ
時
、
単
純

な
知
識
と
助
け
で
治
療
し
、
ひ
と
り
の
医
者
も
な
し
に
、
そ
の
悪
運
が
と
り
つ
い

た
全
身
に
あ
る
苦
し
み
を
癒
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
特
別
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
気
高
く
武
装
し
乗

馬
す
る
よ
う
に
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
に
、
医
学
を
除
い
て
、
文
学
や
教
養
を
深
め

る
こ
と
を
も
楽
し
ん
で
い
る
。
彼
ら
の
間
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
特
別
な
地
位
は
な

い
。〔
彼
ら
が
〕
信
じ
る
大
き
な
価
値
の
た
め
、
虚
偽
の
宗
教
や
信
仰
に
つ
い
て

は
特
殊
で
す
ぐ
れ
た
地
位
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
他
の
す
べ
て
を
蔑
ん
で
い

る
。
こ
れ
ら
の
王
国
は
富
裕
で
豪
奢
な
宗
教
僧
院
に
満
ち
て
お
り
、
そ
れ
は
ボ
ン

ジ
〔
坊
主
た
ち
〕
と
よ
ば
れ
、
大
方
貴
族
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の

迷
信
や
虚
偽
の
宗
教
の
真
理
を
追
究
す
る
た
め
、
真
理
へ
た
ど
り
着
く
こ
と
な
く
、

無
意
味
な
議
論
を
競
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
議
論
と
は
、
お
互
い
を
や
り
こ
め
あ
い
、

七
変
化
を
遂
げ
、
そ
の
な
か
で
最
良
の
も
の
を
評
価
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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彼
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
本
を
出
版
を
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
わ
れ
わ
れ

よ
り
も
以
前
に
、
出
版
〔
の
技
術
〕
を
知
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
彼
ら
は
か
ろ

う
じ
て
自
ら
の
起
源
を
記
憶
し
て
い
る
。
さ
て
、〔
彼
ら
は
〕
二
通
り
の
方
法
で

書
き
、
印
刷
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
同
じ
こ
と
を
文
字
と
絵
で
、
そ
れ
は
む
か
し

か
ら
の
象
形
文
字
の
使
用
で
あ
る
が
、
か
つ
て
の
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
よ
う
に
意

見
や
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
今
日
の
ロ
ー
マ
で
は
こ
の
よ
う

な
文
字
と
絵
で
彫
刻
さ
れ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
存
在
し
な
い
し
、
現
在
、
古
代
の
習

慣
に
つ
い
て
、
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
書
い
て

印
刷
す
る
方
法
は
、
わ
れ
わ
れ
が
し
て
い
る
よ
う
に
、
と
て
も
上
品
に
文
字
を
用

い
る
が
、
そ
れ
は
紙
に
対
し
て
横
書
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
極
め
て
繊
細
で
上

質
な
繊
維
で
つ
く
ら
れ
た
紙
の
端
か
ら
端
ま
で
は
長
く
、
と
て
も
弱
く
、
や
わ
ら

か
く
、
薄
く
、
そ
の
上
に
書
く
た
め
に
ペ
ン
先
を
止
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
印

刷
プ
レ
ス
す
る
作
業
は
と
て
も
で
き
な
い
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
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〕

日
本
の
イ
エ
ズ
ス
会
司
祭
た
ち
は
、
そ
の
人
々
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に

つ
い
て
多
く
の
成
果
を
挙
げ
る
〔
こ
と
に
つ
い
て
〕

現
在
、
こ
の
大
き
く
、
豊
か
、
高
貴
で
、
健
康
的
、
迷
信
的
か
つ
人
の
多
い
島

で
、
一
五
四
九
年
ま
で
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
を
創
設
し
た
は
じ
め
の
集
団
の
ひ
と
り

で
あ
り
、
彼
ら
の
な
か
で
は
じ
め
て
他
の
数
人
を
自
身
と
と
も
に
導
い
て
東
イ
ン

ド
へ
行
っ
た
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
司
祭
は
、
そ
こ
で
福
音
書
を
説
き
、

相
当
数
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
獲
得
し
た
。
こ
こ
か
ら
の
出
発
と
死
の
の
ち
、
同
会

の
同
僚
た
ち
が
引
き
継
ぎ
、
彼
ら
は
、
補
助
の
た
め
彼
ら
の
も
と
に
イ
ン
ド
や
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
イ
タ
リ
ア
そ
の
他
の
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
助

手
と
と
も
に
日
本
に
留
ま
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
偽
り
の
宗
教
的
手
段
に
よ
る
敵

対
的
集
団
や
、
彼
ら
を
極
度
に
迫
害
す
る
多
く
の
有
力
者
た
ち
に
よ
る
敵
対
行
為

を
妨
害
し
て
い
な
い
。
主
な
る
神
は
こ
れ
ら
の
偶
像
崇
拝
者
の
改
宗
に
つ
い
て
、

彼
ら
を
本
当
に
お
助
け
に
な
っ
た
。
そ
し
て
三
〇
年
の
間
に
、
こ
の
国
で
は
お
よ

そ
二
〇
〇
の
教
会
が
建
て
ら
れ
、
お
お
く
の
改
宗
者
を
得
、
現
在
で
は
二
〇
万
人

以
上
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
わ
れ
わ
れ
で
い
う
イ
タ
リ
ア
の
公

爵
や
大
勢
力
の
王
の
よ
う
な
大
有
力
者
も
い
る
。

P
ad
riG
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iap
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〔[G
utierrez]p.52

〕

多
く
の
日
本
人
有
力
者
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
へ
の
改
宗

今
日
、
こ
れ
ら
の
改
宗
し
た
領
主
た
ち
は
、
真
実
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
し
て
、
全
霊
を
も
っ
て
、
地
上
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
代
理
で
あ
る
教
皇

へ
大
使
た
ち
を
派
遣
す
る
（
自
ら
そ
の
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
）
こ

と
を
近
年
決
定
し
た
。
彼
ら
〔
大
使
ら
〕
は
彼
ら
〔
領
主
ら
〕
の
名
に
よ
り
、
各

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
義
務
で
あ
る
服
従
を
表
明
し
、
司
祭
と
教
皇
、
そ
し
て
そ
の
他

の
人
々
の
た
め
に
そ
れ
を
認
め
、
そ
の
機
会
に
彼
ら
の
魂
の
救
い
に
つ
い
て
の
恵

み
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
司
祭
た
ち
の
説
教
を
聞
き
、
つ
い
に
は

こ
の
国
の
貴
族
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
み
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
偉
大
さ
や
、
わ

れ
わ
れ
の
信
仰
は
有
力
者
に
も
大
国
王
の
間
に
も
広
が
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
他

か
の
地
で
は
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
多
く
の
事
を
認
識
し
た
で
あ
ろ
う
。

co
nversio

ne
d
e
m
o
ltip
rincip

iG
iap
o
nesialla

fed
e
cristiana

H
ora

questi
signori

convertiti,
com

e
veri

et
catholici

cristiani

〔[G
utier-

rez]p.53

〕,ditutto
cuore

sirisolsero
gl’annipassati

（non
potendo

essi

farlo
in

persona

）dim
andare

alPapa
viccario

dicristo
In

Terra,A
m

bas-

ciatoriche
a

nom
e

loro
glirendessero

quella
obedienza,che

li
deve

ogni

cristiano,eta
riconoscerlo

per
padre,etper

pastore
universale,et

partico-

lare,
et

che
con

questa
occasione

chiedessero
quelle

gratie
che

fossero
con-

cernentialla
salute

delle

c.67
r

anim
e

loro.

〔[G
utierrez]p.53

〕Furno
anche

a
ciò

m
olto

esortati
dalli

m
edem

ipadri,a
fine

che
alcuninobilidiquelpaese

veggendo
l’E

uropa,

conoscesero
la

grandezza
della

cristianità
etche

la
nostra

fede
era

anche

fra
principi,etR

egigrandi,cosa
non

creduta
in

quelle
partida

m
olti,

ボ
ン
ゴ
〔
豊
後
〕
王
ド
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
〔
大
友
義
鎮
〕、
有
馬
王
ド
ン
・

プ
ロ
タ
ジ
オ
〔
有
馬
晴
信
〕、
大
村
の
王
子
ド
ン
・
バ
ル
ト
ラ
メ
オ
〔
大
村
純

忠
〕
は
大
使
を
派
遣
し
、
教
皇
に
従
属
す
る
（
８
）

し
た
が
っ
て
、
一
五
八
二
年
、
三
名
の
領
主
た
ち
は
こ
の
わ
た
し
と
語
り
合
っ

て
い
る
大
使
を
派
遣
し
た
。
豊
後
王
ド
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
有
馬
王
ド
ン
・

プ
ロ
タ
ジ
オ
、
大
村
王
子
ド
ン
・
ベ
ル
ト
ロ
メ
オ
。
第
一
〔
の
領
主
。
す
な
わ
ち

大
友
義
鎮
〕
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
っ
て
程
な
い
が
、
つ
ね
に
救
済
の
布
教
を
助

け
、
彼
の
王
国
に
お
い
て
日
本
へ
赴
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
最
初
の
司
祭
た
ち
を
受

7



け
入
れ
た
。
第
二
〔
の
領
主
。
有
馬
晴
信
〕
も
ま
た
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

あ
っ
た
。
第
三
〔
の
領
主
。
大
村
純
忠
〕
は
、
洗
礼
を
受
け
た
最
初
の
有
力
領
主

で
あ
り
、
そ
れ
は
一
五
六
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
一
〔
の
領
主
〕
は
他
よ
り

も
強
力
で
あ
り
、
こ
れ
ら
六
三
国
の
う
ち
七
国
の
主
で
あ
る
。
こ
の
権
力
〔
の
大

き
さ
〕
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
わ
な
ち
、
一
五
七
九

年
に
お
こ
な
わ
れ
た
戦
い
で
戦
場
に
送
っ
た
兵
士
は
四
万
人
だ
っ
た
と
い
わ
れ
た
。

D
o
n
F
rancesco

R
e
d
ib
o
ng
o

D
o
n
P
ro
tasio

R
e
d
'A
rim
a

D
o
n
B
arto
lam
eo
p
rincip

e
d
'o
m
ura
m
and
ano

im
b
asciato

riet
siso

m
-

etto
no
alp
ap
a,

L’anno
donque

1582
tre

signori
spedirno

questa
legatione

di
cui

par-

liam
o.D

on
Francesco

R
e

diB
ongo

;
D

on
Protasio

R
e

d’A
rim

a
;

etD
on

B
ertolom

eo
Prencipe

d’O
m

ura.
Il

prim
o

non
ha

m
olti

anni
che

è
cris-

tiano,m
a

favorisem
pre

la
predicatiòne

de
l’evangelio,et

ricevè
nelsuo

R
egno

liprim
ipadridella

com
pagnia

diG
iesù

che
nelG

iapone
andarono.

Ilsecondo
éra

anche
cristiano

difresco.Ilterzo
fu

ilprim
o

barone
d’im

-

portanza
che

si
batezasse

et
ciò

fù
l’anno

1563,
Il

prim
o

è
piu

potente

delialtri,essendo
padrone

de
sette

diquesti,63,stati,la
cuipotenza

si

può
racorre

da
questo

che
in

una
guerra

che
fece

l’anno
1579

haveva

quarantam
illa

com
batentiin

cam
po.

ド
ン
・
マ
ン
シ
ョ
〔
伊
東
マ
ン
シ
ョ
〕、
ド
ン
・
ミ
ケ
ー
レ
〔
千
々
石
ミ
ゲ
ル
〕、

ド
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ノ
〔
原
マ
ル
チ
ノ
〕、
ド
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
〔
中
浦
ジ
ュ
リ

ア
ン
〕、
日
本
の
王
か
ら
教
皇
へ
の
大
使
た
ち
（
９
）

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
王
は
、
彼
の
姉
妹
と
フ
ィ
ウ
ン
ガ
〔
日
向
〕
王
と
の
息
子
を
、

も
っ
と
も
名
誉
あ
る
大
使
と
す
べ
く
派
遣
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
青
年
は
遠
く
に
お
り
、
ま
た
そ
の
地
域
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
巡
察
師
、
イ
タ

リ
ア
人
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
司
祭
は
、
彼
ら
を
同
伴
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
が
、
航
海
に
ふ
さ
わ
し
い
時
機
を
失
わ
な
い
よ
う
出
発
を
急
い
で

い
た
た
め
に
、
二
〇
歳
に
な
る
、
彼
の
義
弟
で
あ
る
先
述
の
日
向
王
の
孫
に
あ
た

る
、
ド
ン
・
マ
ン
シ
ョ
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
。
彼
が
主
席
で
あ
る
。
ま

た
、
有
馬
王
と
ド
ン
・
ベ
ル
ト
ラ
メ
オ
王
子
は
、
一
方
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
他
方

の
甥
〔
孫
？
〕
で
あ
る
ド
ン
・
ミ
ケ
ー
レ
を
派
遣
し
た
。
彼
が
次
席
の
人
物
で
あ

り
、
一
八
歳
の
大
使
で
あ
る
。
彼
ら
は
さ
ら
に
二
名
の
有
力
領
主
の
息
子
を
引
率

し
た
。
ひ
と
り
は
ド
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ノ
と
名
付
け
ら
れ
、
日
向
王
国
の
出
身
〔
一

般
に
は
波
佐
見
の
出
身
だ
と
い
わ
れ
る
〕
で
、
年
齢
は
お
お
よ
そ
一
七
歳
。
も
う

ひ
と
り
は
ド
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
で
、
フ
ィ
ジ
ェ
ン
〔
肥
前
〕
王
国
の
出
身
で
、

年
齢
は
お
お
よ
そ
同
じ
。〔
こ
の
ふ
た
り
は
〕
大
使
た
ち
の
同
伴
者
と
し
て
、
ま

た
ロ
ー
マ
教
会
お
よ
び
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
教
を
見
る
た
め
に
出
発
す

る
。
こ
れ
ら
ふ
た
り
の
公
子
と
ふ
た
り
の
貴
族
た
ち
は
、
美
し
い
召
使
い
の
一
団

と
と
も
に
、
先
述
の
巡
察
師
司
祭
や
同
会
の
他
の
人
々
に
伴
わ
れ
、
一
五
八
二
年

初
頭
頃
に
出
発
し
た
。

D
o
n
M
ancio

,
D
o
n
M
ichele,

D
o
n
M
artino

,
D
o
n
G
iuliano

,
Im
b
ascato

ri

d
eliR
e
d
elG
iap
o
ne
alp
ap
a

H
aveva

in
anim

o
ilR

e
Francesco

dim
andare

uno
figliolo

disua
sorella,e

delR
e

diFiunga
per

fare
la

legatione
piu

honorata

〔[G
utierrez]p.53

〕

m
a

perche
ilgiovane

era
lontano,etilPadre

A
lesandro

vagliano
Ittaliano,

visitatore
della

com
pagnia

diG
iesù

in
quelle

partiche
doveva

accom
pag-

narliaffrettava
la

partenza
per

c.67
v
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non
perder

iltem
po

atto
a

navigare,sirisolvè
dim

andare
D

on
M

ancio

nipote
del

sudetto
R

e
di

Fiunga
suo

cognato
giovane

de
anni

vinti,
et

questo
è

ilprincipale,IlR
e

d’A
rim

a
poi,et

ilprencipe
don

B
ertolam

eo

m
andorno

D
on

M
ichele

consobrino

〔[G
utierrez]p.53

〕de
l’uno,etnipote

de
l’altro,

e
questo

è
il

secondo
personagio

et
im

basciatore
de

eta

〔età

〕de
diciotto

anni.
Si

acom
pagnorno

con
loro

dui
altri

figlioli
de

cavaglierim
olto

principali,uno
nom

inato
D

on
M

artino
delR

egno
diFi-

unga
de

annicirca
diecesette.L’altro

D
on

G
iuliano

delR
egno

de
Figen

della
m

edesim
a

età
in

circa
parte

per
far

corte
agli

am
basciadori,

parte

per
vedere

la
religione

della
chiesa

R
om

ana,
e

di
tutta

la
christianità.

〔[G
utierrez]pp.53−4

〕Sipartirno
queiduo

prencipiet
due

signoricon

bona
com

itiva
de

servitori,in
com

pagnia
delsopradetto

padre
visitadore

etde
altridella

m
edesim

a
com

pagnia
circa

ilprincipio
de

l’anno
1582,

イ
ン
ド
の
ゴ
ア
に
お
け
る
日
本
人
貴
族
た
ち

一
五
八
三
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
室
に
従
属
し
た
イ
ン
ド
の
首
都
で
あ
る
、
ゴ
ア

に
到
着
し
、
そ
こ
で
休
息
し
た
。

S
.riG
iap
o
nesia

G
o
a
in
Ind
ia

arrivaron
l’anno

1583
à

G
oa

città
principale

del’India
sottoposta

alla
co-

rona
diPortogallo

:
dove

riposatisi,

メ
ス
キ
ー
タ
司
祭
が
、
日
本
人
貴
族
た
ち
を
日
本
か
ら
ロ
ー
マ
へ
導
く

彼
ら
は
何
艘
か
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
で
、
メ
ス
キ
ー
タ
司
祭
と
い
う
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
イ
エ
ズ
ス
会
司
祭
を
伴
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
来
た
。
彼
は
日
本
語
が
で
き
、
聴

罪
司
祭
と
し
て
〔
伴
わ
れ
〕、
ま
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
解
す
る
日
本
人
の
同
会
の

別
人
が
、
彼
ら
と
日
本
か
ら
来
た
。
な
ぜ
な
ら
巡
察
師
は
イ
ン
ド
管
区
長
に
留

ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

P
ad
re
M
esq
uita
g
uid
a
d
e
s.riG

iap
o
nesid

alG
iap
o
ne
a
R
o
m
a

con
le

navi
Portoghesi

se
ne

venero
in

E
uropa

havendo
in

com
pagnia

loro
un

padre
G

iesuita
portughese

chiam
ato

ilPadre
M

esquita,che
have

la
lingua

G
iaponese

venuto
con

essiloro
dalG

iapone,com
e

confessore,

m
aestro,

c.68
r

etun’altro
della

m
edesim

a
com

pagnia
dinatione

G
iaponese

che
have

la

lingua
Portughese,perche

ilvisitatore
restò

nell’India
Provintiale.

一
五
八
四
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
け
る
日
本
人
貴
族
た
ち
（
１０
）

彼
ら
は
一
五
八
四
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
へ
着
き
、
そ
こ
で
い
と
も
清
ら
か
な
そ
の

国
の
統
治
者
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
枢
機
卿
お
よ
び
そ
の
王
国
の
筆
頭
領
主
で
あ
る
ブ

ラ
ガ
ン
サ
公
爵
か
ら
の
、
無
数
の
寵
愛
と
名
誉
と
と
も
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
彼

〔
ブ
ラ
ガ
ン
サ
公
爵
〕
は
、
彼
ら
に
栄
誉
を
も
た
ら
す
た
め
、
彼
の
長
男
に
日
本

風
の
衣
服
を
着
さ
せ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
ら
を
仲
間
に
し
た
か
っ
た
の
だ
。

旅
を
よ
り
迅
速
に
す
る
た
め
に
、
そ
こ
へ
家
族
の
大
部
分
を
残
し
て
、
国
王
フ
ィ

リ
ッ
ポ
〔
フ
ェ
リ
ペ
二
世
〕
の
手
に
接
吻
を
す
る
べ
く
マ
ド
リ
ッ
ド
へ
移
動
し
た
。

そ
れ
〔
接
吻
〕
は
同
様
に
暖
か
く
認
め
ら
れ
た
。
彼
ら
の
前
で
は
、〔
フ
ェ
リ
ペ

は
〕
快
適
な
移
動
に
資
す
る
よ
う
、
彼
ら
〔
使
節
一
行
〕
に
彼
の
所
有
す
る
う
ち

の
二
台
の
馬
車
を
与
え
た
が
、
彼
ら
が
手
に
接
吻
を
す
る
こ
と
に
は
同
意
せ
ず
、

抱
擁
と
し
た
。
ま
た
、
双
方
の
王
子
に
よ
る
抱
擁
を
も
求
め
た
。
そ
し
て
彼
ら
に

エ
ス
コ
リ
ア
ル
〔
修
道
院
〕、
休
息
の
場
所
、
か
の
ア
ル
マ
リ
ア
の
マ
エ
ス
タ
の

意
匠
、
宝
石
や
騎
兵
隊
と
い
っ
た
、
す
べ
て
の
最
も
美
し
い
も
の
を
み
せ
、
王
子
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の
宣
誓
式
に
同
席
さ
せ
た
。
そ
の
儀
式
に
際
し
て
は
、
右
側
に
最
高
の
席
を
彼
ら

へ
与
え
、
さ
ら
に
二
人
の
貴
族
を
そ
ば
に
つ
け
、
宣
誓
式
で
握
手
を
す
る
た
め
に

く
る
貴
人
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
を
、〔
一
行
に
〕
告
げ
る
役
を
さ
せ
た
。
出
発

に
際
し
て
は
贈
り
物
と
し
て
一
台
の
四
輪
馬
車
と
一
台
の
高
級
馬
車
を
与
え
、
そ

れ
で
進
み
、
乗
船
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。〔
一
行
は
〕
国
王
陛
下
か
ら
、
ア
リ
カ

ン
テ
の
方
角
へ
進
む
こ
と
を
許
可
さ
れ
、
ど
こ
を
通
過
し
て
も
最
大
の
栄
誉
と
寵

愛
を
受
け
て
は
、
た
く
さ
ん
の
行
列
と
と
も
に
高
貴
な
町
々
を
出
、
遊
戯
や
宴
を

開
い
て
楽
し
ん
だ
。
ア
リ
カ
ン
テ
で
は
、
国
王
陛
下
の
命
に
よ
り
、
航
海
の
全
行

程
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
準
備
さ
れ
、
き
わ
め
て
大
量
の
食
料
を
積
載
し
た

船
に
乗
り
、
イ
タ
リ
ア
へ
向
か
っ
た
。
彼
ら
は
ア
リ
カ
ン
テ
を
出
発
し
、
嵐
に

あ
っ
て
マ
イ
オ
リ
カ
〔
マ
ヨ
ル
カ
〕
に
寄
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
へ
下
船
し
て

ミ
サ
を
開
き
、
と
て
も
爽
快
と
な
り
、
以
来
順
調
に
航
海
し
た
。

S
.riG
iap
o
nesiin

p
o
rto
g
allo
lanno

1584

A
rrivorno

in
Portogallo,il1584

dove
furno

con
infinite

carezze,ethonori

riceuti,e
dalserenissim

o
cardinal’d’A

ustria
G

overnatore
diquello

stato,

etdalD
uca

diB
raganza

prim
o

barone
diquelR

egno,ilquale
per

hono-

rarlifece
vestire

ilsuo
prim

ogenito
con

vestim
enti

fatti
alla

G
iapponese,et

con
quelli

volse
che

facesse
loro

com
pagnia,

〔[G
utierrez]p.54

〕Q
uivilas-

ciata
m

agior
parte

della
fam

eglia
per

esser
piu

spediti
nel

viaggio,
si

transferirno
a

M
adrid

per
baciar

la
m

ano
alR

e
Filippo,da

m
i

parim
ente

furno
am

orevolissim
am

ente
racolti,

〔[G
utierrez]p.54

〕percioche
prim

a

loro
diede

dui
cochi

de
suoi

de
quali

si
servissero

in
andare

a
spasso,

non
consentiche

le
basciasero

la
m

ano,m
a

li
abbracio,

et
volse

ancora

che
essiabraciassero

am
bedue

le
Infante,

〔[G
utierrez]p.54

〕poifece
loro

m
ostrare

tutte
le

cose
piu

belle,com
e

lo
escuriale,luogo

direcreatione,

deliciosissim
o

di
quella

M
.ta

l’A
rm

aria,le
gioie,

la
cavallaria,

et
li

fece

esser
presentialgiuram

ento
delpricipe

:
in

qualsolennità
diede

loro
il

prim
o

luogo
a

m
an

dritta,ordinando
che

con
essi

stessero
doi

signori

principaliche
lidessero

a
conoscere

destintam
ente

tutti
li

signori,che

davano
de

m
ano

c.68
v

ilgiuram
ento.N

ella
partenza

dono
loro

una
carozza

et
un

cocchio
co

i

qualis’andassero
ad

im
barcare.Licentiatisida

la
M

.ta
delR

é
presero

la

volta
diA

licante,et
dovonque

passavano,ricevevano
grandiss.o

honore

etcarezze,uscendo
dalle

citta
dila

nobiltà
con

m
olta

pom
pa,etfacendo

giochiet
feste

per
allegrarli.In

A
licante

s’im
barcorno

per
Ittalia

in
una

nave
apparecchiata

ditutto
ponto

etprovista
divettovaglie

m
olto

abondan-

tem
ente,

per
tutta

la
navigatione,

di
ordine

di
sua

M
aestà.

〔[G
utierrez]

pp.54−5

〕Partitida
A

licante
per

fortuna
furno

forzatia
toccar

M
aiorica,

dove
sm

ontarono
a

udir
m

essa
ethebbero

dim
oltirinfrescam

enti;
d’al-

lora
in

poinavigarono
prosperam

ente,

イ
タ
リ
ア
で
の
日
本
貴
族
（
１１
）

そ
し
て
二
万
マ
イ
ル
に
勝
る
航
海
の
果
て
に
、
三
月
一
日
、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
港

で
あ
る
リ
ヴ
ォ
ル
ノ
へ
無
事
到
着
し
た
。
そ
こ
か
ら
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
が
連
れ
て

く
る
よ
う
命
じ
た
た
め
、
ピ
サ
へ
行
き
、〔
大
公
は
〕
そ
こ
で
彼
ら
と
出
会
い
、

〔
彼
ら
は
〕
栄
誉
、
奉
仕
と
寵
愛
を
受
け
た
。
大
公
夫
人
も
官
人
や
侍
女
た
ち
と

と
も
に
面
会
し
、
四
人
全
員
と
抱
擁
を
交
わ
し
た
。〔
一
行
が
〕
出
発
し
た
時
、

大
公
は
彼
ら
を
フ
ィ
オ
レ
ン
ツ
ァ
〔
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
〕
へ
同
伴
し
、
そ
こ
で
日
本

貴
族
た
ち
は
大
公
へ
贈
り
物
を
差
し
上
げ
た
。
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〔
贈
り
物
は
〕
ひ
と
つ
の
光
沢
の
あ
る
黒
で
き
わ
め
て
芳
香
を
放
つ
木
材
で
で

き
た
イ
ン
ク
壷
、
あ
る
も
の
た
ち
は
彼
の
国
々
で
生
ま
れ
た
象
を
殺
す
動
物
で
あ

る
、
犀
の
角
で
で
き
た
も
の
を
欲
し
が
る
。
二
片
の
樹
皮
で
で
き
た
紙
片
、
う
ち

一
片
は
彼
ら
の
言
語
で
い
と
も
聖
な
る
神
と
栄
光
あ
る
処
女
な
る
母
マ
リ
ア
の
名

が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
片
の
き
わ
め
て
繊
細
な
繊
維
で
で
き
た
紙
片
。
素
晴
ら
し

さ
と
繊
細
さ
ゆ
え
、
ペ
ン
や
イ
ン
ク
で
そ
の
上
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
絹
を
つ
む
ぎ
出
す
、
人
の
頭
ほ
ど
に
も
大
き
い
つ
ぼ
み

〔
繭
〕
と
、
そ
の
国
の
樹
上
に
「
つ
ぼ
み
」
を
組
み
立
て
作
る
幼
虫
た
ち
。
そ
し

て
一
着
の
日
本
風
の
衣
服
。

〔
一
行
は
〕
大
司
教
と
大
公
の
大
い
な
る
寵
愛
を
受
け
た
フ
ィ
オ
レ
ン
ツ
ァ
を

出
発
し
た
時
、〔
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
国
の
〕
全
国
土
に
わ
た
っ
て
彩
を
添
え
、
よ

く
応
接
さ
れ
る
べ
く
、
人
々
に
伴
わ
れ
た
。
三
月
一
四
日
に
シ
エ
ナ
へ
到
着
し
た
。

〔
シ
エ
ナ
で
は
〕
そ
の
町
の
貴
族
や
兵
士
た
ち
と
、
城
門
の
外
半
マ
イ
ル
の
地
点

で
は
大
司
教
と
出
会
い
、
そ
の
出
会
い
の
場
で
は
馬
か
ら
降
り
、
そ
の
日
の
う
ち

に
彼
〔
大
司
教
〕
と
と
も
に
高
級
馬
車
で
か
の
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
家
の
領
主
の
館
へ

入
っ
た
。
彼
ら
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
コ
レ
ジ
オ
に
お
け
る
習
慣
に
従
っ
て
、
彼
ら
を

宿
泊
さ
せ
よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
聖
堂
へ
と
導
か
れ
た
時
、
大
司
教
に
よ
り
、
音
楽
と
と
も
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

〔
大
司
教
は
〕
彼
ら
に
聖
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ネ
〔
ニ
〕・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
の
腕
を
、
そ
の

他
の
聖
遺
物
と
と
も
に
み
せ
た
。
彼
ら
は
恭
し
く
接
吻
し
た
。
館
に
戻
っ
て
か
ら

は
、
イ
エ
ズ
ス
会
司
祭
の
教
会
を
訪
問
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
そ
こ
で
も
同
様
に

聖
遺
物
を
見
学
し
た
。
こ
の
時
は
、
彼
ら
が
見
せ
た
祈
祷
に
、
一
同
は
と
て
も
感

嘆
さ
せ
ら
れ
た
。
翌
日
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
ミ
サ
を
聞
き
、
彼
ら
と
昼
食
を
と
も
に

し
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
目
的
地
で
あ
る
、
ロ
ー
マ
の
方
角
へ
進
ん
だ
。〔
一
行

が
〕
近
く
ま
で
到
着
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
教
皇
聖
下
は
、
ふ
た
つ
の
急
便
を

送
り
、
到
着
を
急
が
せ
た
。
そ
れ
は
土
曜
日
前
に
ロ
ー
マ
へ
到
着
さ
せ
、
土
曜
の

公
開
枢
機
卿
会
議
と
日
曜
の
礼
拝
堂
〔
で
の
ミ
サ
〕、
さ
ら
に
聖
マ
リ
ア
の
お
告

げ
の
祝
日
に
あ
た
る
月
曜
日
に
は
、
ご
自
身
に
伴
わ
せ
て
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
教
会
へ
も

出
向
か
わ
せ
る
た
め
だ
っ
た
。

s.riG
iap
o
nesiin

Ittalia

eta
salvam

ento
arrivarono

a
Livorno

che
è

porto
diToscana

ilprim
o

di

m
arzo

doppo
la

navigatione
di

più
di

vintim
ilia

m
iglia,

〔[G
utierrez]p.

55

〕D
’Indi

andorno
a

Pisa
m

andati
a

levare
dal

G
ran

duca
di

Toscana

ch’ivisitrovava
dove

furno
m

olto
honorati

serviti
et

accarezati,trovan-

dosila
gran

duchessa
con

la
corte

etsue
dam

igelle
da

la
quale

furno
tutti

quatro
abbraciati,

〔[G
utierrez]p.55

〕quando
partirno

il
gran

D
ucca

li

acom
pagno

a
Fiorenza

dove
lasiorno

li
s.ri

G
iaponesi

in
dono

al
G

ran

D
ucca,

U
n

calam
aio

di
un

legno
nero

rilucente
et

m
olto

odorifero
se

bene
alcuni

vogliono
che

sia
fatto

delcorno
delR

inocerote

c.69
r

anim
ale

che
ucide

l’elefante
nativo

diqueipaesiD
uipezzidicarta

fatta
di

corteccia
dialbero

sopra
uno

de
qualie

scritto
nella

lor
lingua

ilnom
e

san-

tissim
o

diD
io

etdella
gloriosa

vergine
m

adre
M

aria
D

oifoglidicarta
fatti

d’una
canna

m
olto

sottili,

〔[G
utierrez]p.55

〕sopra
la

quale
non

sipuo

pensare
con

qual
penna

o
inchiostro

vi
possano

scrivere
per

la
m

a-

ravigliosa
sua

sottigliezza
un

boccio
diquellida

qualisitira
fuorila

seta,

grosso
com

e
la

testa
de

un’hom
o,etqueiverm

iche
licontessono

lifanno
so-

pra
liarboriin

queipaesietuno
vestim

ento
a

la
G

iaponese,

〔[G
utierrez]

p.55

〕
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Partendosida
Fiorenza

dove
furno

m
olto

piu
acarezatidalarcivescovo

et

dal
G

ran
D

uca,
furno

acom
pagnati

da
un

gentil’hom
o

con
ordine

suo

acio
fossero

spesiatietben
trattatiper

tutto
ilsuo

stato.G
ionsero

a
siena

alli14
dim

arzo,furno
incontratidalla

nobiltà
ethom

inid’arm
e

diquella

città,
et

anche
da

l’A
rcivescovo

fuori
della

porta
m

ezo
m

iglio,
alla

cui

presenza
sm

ontorno
da

cavallo,
et

entrarono
con

lui
in

cocchio
allo-

giorno
in

pallazo
delG

overnatore
da

quello
sforzati,havendo

loro
anim

o

diallogiare
secondo

ilsuo
solito

nelcollegio
della

com
pagnia

diG
iesù.

condotti
al

D
uom

o
furono

riceuti
dal’A

rcivescovo
con

m
usica,

fu
loro

m
ostrato

ilbracio
dis.to

G
iovanne

B
attista

con
altre

reliquie
;

che
river-

entem
ente

baciarono,nelritornare
a

palazzo
volsero

visitare

c.69
v

la
chiesa

de
PadriG

iesuitiove
parim

ente
furno

loro
m

ostrate
le

reliquie,

et
in

questo
atto

facevano
m

olto
m

aravigliare
tuttiper

la
devotione

che

m
ostravano.Il

giorno
seguente

udirno
m

essa
da

G
iesuiti

co
i

quali
re-

storno
a

disnare,pois’incam
inorno

verso
R

om
a

dove
era

Ilsuo
intento,

et
havendo

sua
santita

inteso,
che

si
apressavano,

con
due

poste
sol-

lecitò
la

venuta,affine
che

sitrovassero
in

R
om

a
prim

a
delsabbato,per

dar
loro

ilsabbato
m

edesim
o

concistoro
publico,etla

D
om

enica
capella,

ethaverliin
com

pagnia
illunediche

era
ilgiorno

della
N

ontiata
nello

an-

dare
alla

m
inerva.

ロ
ー
マ
に
お
け
る
日
本
貴
族
（
１２
）

彼
ら
が
到
着
す
る
二
日
前
、
教
皇
聖
下
は
人
と
、
彼
ら
を
出
迎
え
る
た
め
俊
敏

な
馬
、
そ
し
て
馬
車
を
送
っ
た
。
彼
ら
は
多
く
の
同
伴
者
と
と
も
に
、
金
曜
日
の

日
暮
れ
時
に
ロ
ー
マ
へ
入
っ
た
。
そ
れ
は
三
月
二
二
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
教
皇

聖
下
の
お
許
し
に
よ
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
館
へ
直
行
し
、
そ
こ
で
馬
を
降
り
た
。

彼
の
貴
族
た
ち
の
希
望
に
よ
り
、〔
イ
エ
ズ
ス
会
〕
総
会
長
司
祭
に
対
す
る
思
い

や
り
で
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
夜
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の

人
々
が
一
気
に
そ
の
広
場
へ
押
し
か
け
、
つ
つ
が
な
く
下
車
で
き
る
よ
う
、〔
一

行
の
馬
車
を
〕
城
門
へ
寄
せ
る
た
め
、
馬
車
の
道
を
あ
け
さ
せ
る
俊
敏
な
騎
兵
が

足
り
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

城
門
の
上
に
は
、
彼
の
四
人
の
助
司
祭
と
と
て
も
多
数
の
司
祭
に
伴
わ
れ
、
イ

エ
ズ
ス
会
総
会
長
司
祭
が
い
た
。〔
一
行
は
〕
た
い
ま
つ
の
炎
に
迎
え
ら
れ
、
会

見
に
際
し
て
総
会
長
に
お
じ
ぎ
と
、
平
伏
を
し
た
。
そ
れ
か
ら
あ
と
に
続
く
多
く

の
群
集
と
と
も
に
、
教
会
へ
導
か
れ
た
。

s.riG
iap
o
nesia

R
o
m
a

D
ue

giorniprim
a

che
arrivassero,sua

santita
m

ando
gente,etcavallile-

gieri
ad

incontrarli,
et

poi
anche

carozze,
et

con
m

olta
com

pagnia
en-

trarono
in

R
om

a
il

venerdi
sera

al
tram

ontar
del

sole,
che

fu
alli22

di

m
arzo,et

andorno
drittia

sm
ontare

alla
casa

della
com

pagnia
diG

iesù

per
consentim

ento
di

sua
santita,

che
per

sodisfatione
de

quei
signori

haveva
cio

concesso
in

gratia
alPatre

G
enerale.C

oncorse
in

un’tratto
in

quella
piazza

tanto
popolo

ancor
che

notte
fosse

che
non

bastavano
i

cavalli
legeri

a
far

dar
luogo

alle
carozze

che
si

volevano
acostare

alla

porta
acioche

potessero
com

odam
ente

sm
ontare.

Su
la

porta
stava

il
padre

generale
con

li
suoi

quatro
asistenti,

et
gran

m
oltitudine

d’altripadri,dal

c.70
r

quale
furno

am
orevolm

ente
a

lum
e

diTorchie
racolti,essial’incontro

fe-
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cero
alpadre

G
enerale

riverenza
ingenocchiandosisino

a
terra,Q

uindi

con
una

gran
calca

di
gente,

che
si

spinse
lor

drieto
condotti

furno
in

chiesa,

日
本
貴
族
た
ち
の
信
仰
（
１３
）

そ
こ
で
は
閉
ざ
さ
れ
た
扉
の
前
で
、
ふ
た
り
の
聖
歌
隊
に
よ
る
至
高
の
音
楽
の

な
か
、
ド
イ
ツ
人
コ
レ
ジ
オ
の
神
学
生
た
ち
に
よ
り
、
テ
・
デ
ウ
ム
・
ラ
ウ
ダ
ム

ス
が
歌
わ
れ
た
。
彼
の
貴
族
た
ち
は
、
四
つ
の
座
布
団
の
上
で
、
頭
を
あ
ち
こ
ち

に
向
け
る
こ
と
な
く
、
壁
に
も
た
れ
か
か
る
こ
と
な
く
、
よ
き
祈
り
と
と
も
に
い

た
。
彼
ら
の
う
ち
ひ
と
り
は
、
風
邪
を
ひ
い
て
い
て
、
彼
ら
は
す
べ
て
の
彼
の
司

祭
た
ち
や
他
の
人
々
を
驚
か
せ
、
感
嘆
さ
せ
、
彼
ら
〔
司
祭
や
人
々
〕
は
慰
め
の

た
め
、
涙
を
こ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
感
謝
〔
の
挨
拶
〕
を
終
え
る
と
、

彼
ら
は
金
を
施
し
た
皮
が
張
ら
れ
、
友
人
た
ち
か
ら
提
供
さ
れ
た
手
作
り
の
絹
の

ベ
ッ
ド
で
飾
ら
れ
た
宿
所
へ
案
内
さ
れ
た
（
そ
れ
は
天
蓋
に
包
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
ベ
ッ
ド
が
す
べ
て
一
緒
に
配
置
さ
れ
、
彼
ら
が
よ
り
よ
く
休
め
る
よ
う
、
メ
ス

キ
ー
タ
司
祭
の
同
室
が
求
め
ら
れ
た
ひ
と
部
屋
で
あ
る
）。
そ
し
て
そ
こ
で
司
祭

た
ち
は
彼
ら
が
理
解
す
る
い
く
つ
か
の
言
語
に
よ
る
も
て
な
し
を
繰
り
返
し
、
と

て
も
多
く
の
イ
エ
ズ
ス
会
司
祭
と
多
く
の
馬
車
が
、
す
べ
て
〔
の
人
々
〕
に
よ
っ

て
彼
ら
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
見
守
る
な
か
、
他
の
楽
団
が
、
彼
ら
を
祝
福
し
た
。

翌
朝
の
出
発
時
に
は
、
ス
ペ
イ
ン
大
使
が
、
高
級
馬
車
に
彼
ら
を
乗
せ
、
教
皇

ジ
ュ
リ
オ
の
ブ
ド
ウ
畑
へ
導
い
た
。
そ
れ
は
ポ
ポ
ロ
門
の
外
に
あ
り
、
大
貴
族
、

枢
機
卿
そ
し
て
大
使
た
ち
が
ロ
ー
マ
へ
行
く
時
の
入
口
と
し
て
入
城
す
る
〔
場
所

で
あ
る
〕。
ド
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
は
風
邪
を
ひ
い
て
お
り
、
他
の
人
々
と
と
も

に
馬
に
よ
る
厳
粛
な
入
城
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
秘
密
裏
に
中
を
隠
さ
れ
た
大

使
の
高
級
馬
車
で
教
皇
聖
下
の
足
に
接
吻
を
す
る
べ
く
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
へ
導
か

れ
、
こ
こ
で
と
て
も
暖
か
く
迎
え
ら
れ
た
。
こ
の
青
年
〔
ジ
ュ
リ
ア
ン
〕
は
、
枢

機
卿
会
議
を
み
る
た
め
に
こ
こ
へ
留
ま
る
こ
と
を
願
っ
た
が
、〔
教
皇
は
〕
彼
が

苦
し
ん
で
い
た
こ
と
を
察
し
、
彼
ら
に
し
ば
ら
く
の
間
宿
へ
戻
る
よ
う
に
と
い
い
、

そ
し
て
、
そ
の
肉
体
的
健
康
を
気
遣
い
、「
息
子
よ
、
そ
ち
を
慰
め
理
解
す
る
た

め
に
、〔
わ
れ
わ
れ
は
〕
た
し
か
に
新
た
な
る
枢
機
卿
会
議
を
招
集
し
、
恵
み
と

す
る
で
あ
ろ
う
」
と
付
け
足
し
た
。

d
evo
tio
ne
d
e
s.riG

iap
o
nesi

ove
a

porte
chiuse

fu
cantato

ilTe
D

eum
laudam

us,dallichiericidelcol-

legio
G

erm
anico

in
buonissim

a
m

usica
a

due
chori,

〔[G
utierrez]p.56

〕

stando
quei

signori
ingenochiati

sopra
quatro

cossini
con

tanta
divotione

senza
volger

in
quà

o
in

l’à
ilcapo,e

senza
ponto

apogiarsietiam
dio

un
di

loro
che

haveva
la

febre
che

fecero
m

aravigliare,
et

intenerirno
tutti

quei

padrietaltri

〔[G
utierrez]p.56

〕che
non

potevano
tenersidipiangere

per

consolatione.Finito
il

ringratiam
ento

furono
m

enati
nello

allogiam
ento

apparato
de

coram
id’oro,etlettidiseta

fattisiprestare
da

am
ici,

（ilquale

e
una

sala
ove

stanno
tuttiinsiem

e
in

diversilettiserratida
padiglioni,per

m
agior

loro
consolatione

volendo
anche

in
com

pagnia
il

Padre
M

es-

quita,

）〔[G
utierrez]p.56

〕etquivirinovarono
ipadrile

accoglienze
in

di-

verse
lingue

che
intendevano,rallegrandosi

essi
da

l’altra
banda

in
ve-

dere
tanta

m
oltitudine

de
padri

G
iesuiti

et
tante

carezze
che

da
tutti

quellierano
lor

fatte.La
m

atina
seguente

a
bon’hora

l’A
m

basciatore
di

spagna,gliprese
in

cocchio
etcondusse

alla
vigna

diPapa
G

iulio,che
è

fuoridella

c.70
v

porta
delPopolo,onde

sogliono
far

l’entrate
ligran

signori,cardinali,et

13



A
m

basciatori,quando
vanno

a
R

om
a.D

on
G

iuliano,che
era

am
alato

di

febre
non

potendo
far

l’entrata
solenne

a
cavallo

con
lialtrisecretam

ente

nelcocchio
de

l’Im
basciatore

coperto
fu

condotto
a

san
Pietro

a
basiar

il

piede
a

sua
s.ta

da
cuifù

am
orevolissim

am
ente

riceuto,et
m

ostrando
il

giovane
direstar

quivi
per

veder
il

concistoro,sua
santità

antivedendo

che
havebbe

patito,glidisse
che

per
allora

tornasse
a

casa,et
havesse

cura
della

salute
corporale

sogiongendo
queste

parolle
te

enim
ut

con-

solem
ur

et
audiam

us
fili

iterum
tua

causa
cogem

us
concistorium

cardi-

nalium
,

〔[G
utierrez]p.56

〕

ロ
ー
マ
お
よ
び
枢
機
卿
会
議
へ
の
日
本
貴
族
の
厳
粛
な
る
入
場
（
１４
）

他
の
も
の
た
ち
は
、
地
面
へ
達
す
る
浮
き
織
り
錦
の
あ
る
種
の
ガ
ウ
ン
を
彼
ら

の
し
き
た
り
に
ど
お
り
に
着
、
帽
子
を
か
ぶ
り
、
腰
の
銀
の
鞘
に
収
め
ら
れ
た
新

月
刀
を
つ
け
、
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
〔
大
聖
堂
〕
へ
と
向
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
ス
イ

ス
人
護
衛
隊
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
教
皇
の
騎
兵
隊
が
同
行
し
て
い
た
。
赤
紫

〔
の
布
〕
に
包
ま
れ
た
ラ
バ
を
伴
っ
た
枢
機
卿
の
一
団
と
、
大
使
た
ち
の
家
族
が

続
い
て
い
た
。
そ
の
う
ち
最
大
の
も
の
は
ス
ペ
イ
ン
大
使
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
後
に
、
大
量
の
太
鼓
と
管
楽
器
が
到
来
し
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
宮
殿
職

員
と
と
も
に
教
皇
侍
従
官
が
赤
い
衣
を
着
て
整
然
と
続
い
て
い
た
。
教
皇
付
き
の

聖
職
者
が
そ
れ
に
続
き
、
そ
れ
ら
の
す
ぐ
あ
と
に
落
馬
に
備
え
て
六
人
の
馬
丁
に

取
り
巻
か
れ
、
黒
い
ビ
ロ
ー
ド
の
飾
り
馬
具
に
包
ま
れ
て
、
金
の
飾
り
を
つ
け
た

美
し
い
馬
上
に
、
先
述
の
と
お
り
に
着
飾
っ
た
公
子
た
ち
〔
マ
ン
シ
ョ
ら
〕
が
騎

乗
し
て
い
た
。
主
席
〔
マ
ン
シ
ョ
〕
は
ふ
た
り
の
大
司
教
に
は
さ
ま
れ
て
、
ま
た

他
の
ふ
た
り
は
そ
れ
ぞ
れ
に
二
名
の
司
教
に
導
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後
に
お
び
た

だ
し
い
数
の
騎
兵
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
気
高
き
ロ
ー
マ
の
花
で
あ
っ
た
。〔
彼
ら

が
〕
宮
殿
へ
と
騎
乗
し
て
い
る
間
、
教
皇
は
、
貴
族
や
大
使
た
ち
を
迎
え
る
た
め

の
、
王
宮
の
間
に
お
け
る
枢
機
卿
会
議
へ
赴
い
た
。
そ
こ
は
ど
れ
ほ
ど
熟
練
し
た

勤
勉
な
警
備
が
万
全
で
あ
ろ
う
が
、
枢
機
卿
の
席
が
あ
る
場
所
、
そ
し
て
教
皇
の

椅
子
の
あ
る
壇
さ
え
も
（
多
く
は
群
集
で
あ
っ
た
）
人
の
洪
水
と
化
し
た
。
こ
の

た
め
に
、
枢
機
卿
た
ち
は
彼
ら
の
席
へ
つ
く
の
に
大
い
に
苦
労
し
た
。
折
り
重
な

る
よ
う
に
い
た
、
司
教
た
ち
や
他
の
高
位
聖
職
者
ら
に
つ
ね
に
ふ
さ
が
れ
た
、
席

へ
の
道
が
開
く
ま
で
は
、
教
皇
は
扉
の
近
く
へ
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ
た
。

日
本
の
公
子
た
ち
が
城
へ
む
け
て
通
り
抜
け
る
間
、
多
く
の
祝
砲
と
と
も
に
挨

拶
を
受
け
た
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
が
砲
撃
を
う
け
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
ま

た
少
し
あ
と
で
、
教
皇
聖
下
は
玉
座
へ
達
し
、
腰
を
か
け
、
群
集
の
た
だ
な
か
に

現
れ
た
。
枢
機
卿
た
ち
す
べ
て
が
、
彼
ら
を
よ
り
よ
く
み
ら
れ
る
た
め
に
背
伸
び

を
し
た
。

entrata
so
lenne

d
eis.riG

iap
o
nesiin

R
o
m
a
etin

co
ncisto

rio

G
li

altri
vestiti

all’usanza
loro

con
certe

zim
arre

di
brocatello

sino
in

terra,con
capelliin

testa,con
scim

itarre
allato

in
fodero

d’argento
s’invi-

arono
verso

san
Pietro

andava
in

anzitutta
la

cavalaria
delPapa,con

la

guarda
de

suizari;
seguivano

le
corte

de
cardinalicon

le
m

ule
coperte

dipavonazo
et

anche
le

fam
iglie

degliam
basciatori,m

axim
e

di
quel

di

spagna,drieto
a

questiveniva
gran

quantità
de

tam
burriet

trom
be

poi

sucedevano
icam

arieridelPapa
con

tuttilioffitialidipalazzo
ordinata-

m
ente

in
habito

rosso,poiseguivano
lichiericidicam

era,dietro
a

quali

cavalcavano
im

m
ediatam

ente
iprencipi,vestiti

c.71
r

com
e

è
detto

sopra
bellicavallicopertidigualdrappe

divelluto
nero,con

guarnim
entid’oro,circondatida

seipalafrenieriper
caduno,ilprim

o
era
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preso
in

m
ezo

da
duiA

rcivescovi,glialtriduida
D

ue
vescoviper

uno,

dietro
grandissim

o
num

ero
di

cavalcature,
et

in
som

m
a

vi
era

il
fiore

della
nobiltà

R
om

ana.M
entre

che
verso

ilpallazo
cavalcavano

sua
san-

tità
sicondusse

in
concistoro,nella

sala
R

egia,deputata
a

ricevere
prin-

cipi
grandi

et
A

m
basciatori,

dove
con

tutta
la

diligenza
usata

dalla

guarda
che

fù
estrem

a,ancora
lo

spatio
de

i
banchi

de
C

ardinali,
et

li

scalinidella
sedia

Papale
（tanta

fu
la

calca

）sitrovo
piena

digente,di

m
odo

che
licardinalistentorno

assaiad
andare

a
luoghiloro,ilPapa

si

ferm
ò

un
pezo

presso
la

porta,
prim

a
che

havesse
strata

d’andare
alla

sedia,dove
ancora

stete
sem

pre
soffogato

da
vescoviet

altriprelatiche

stavano
uno

sopra
l’altro.

In
questo

m
ezo

liPrincipiG
iaponesinelpassar

dalcastello
furon

salutati

con
tantitirid’artegliaria,che

parve
che

R
om

a
sisobisasse,etpoco

dopo,

che
sua

santita
ascese

nelsuo
trono

a
sedere,com

parvero
per

m
ezo

la

calca,etlicardinalituttis’alzarono
in

piediper
puoter

m
eglio

vederli.

教
皇
の
前
で
の
日
本
貴
族
た
ち
な
ら
び
に
、
教
皇
と
彼
ら
に
な
に
が
起
き
た
か
（
１５
）

教
皇
の
座
へ
の
大
い
な
る
敬
意
と
謙
譲
と
と
も
に
、〔
彼
ら
は
教
皇
の
〕
足
に

接
吻
を
し
て
、
彼
ら
の
王
と
な
る
こ
と
の
信
任
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
〔
教
皇
の

足
〕
を
頭
上
へ
向
け
て
置
こ
う
と
し
た
。
教
皇
は
許
そ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
親

し
く
抱
擁
、
そ
し
て
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
二
回
ず
つ
の
接
吻
を
し
た
。

s.riG
iap
o
nesiavanti

〔d
ivanti

〕alP
ap
a
e
q
uanto

seg
uisse

tra
ilp
ap
a

etlo
ro

G
ionti

con
gran

riverenza
et

m
odestia

〔[G
utierrez]p.57

〕alla
sedia

del

Papa
libaciarono

lipiedi,qualisivolsero
porre

sopra
ilcapo,havendo

co-

m
issione

di
cio

fare
da

suoi
R

egi
:

〔[G
utierrez]p.57

〕il
Papa

non
volse

consentire,m
a

c.71
v

m
a

gliabracio
caram

ente,etbaciò
ognun

diloro
un

par
divolte,

日
本
貴
族
到
来
に
よ
る
枢
機
卿
会
議
に
お
け
る
驚
き
と
歓
喜
（
１６
）

〔
教
皇
は
〕
皆
の
魂
の
活
況
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
を
言
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
驚
き
で
あ
り
、
歓
喜
で
あ
っ
た
。
使
節
一
団
の
人
物
が

と
て
も
優
雅
で
あ
り
、
若
く
、
年
少
の
若
者
た
ち
で
あ
り
、
三
年
の
旅
程
を
経
て
、

か
く
も
大
き
な
国
王
た
ち
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
驚
愕
し
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
か
く
も
遠
い
人
々
が
、
彼
ら
の
親
類
縁
者
で
あ
る
若
者
た
ち

〔
使
節
一
行
〕
を
、
彼
ら
に
は
外
国
人
で
あ
り
、
貧
し
く
無
名
の
二
、
三
人
の
イ

エ
ズ
ス
会
士
へ
託
し
た
こ
と
に
も
感
心
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
実

や
、
と
り
わ
け
大
使
の
目
的
、
彼
ら
を
派
遣
し
た
領
主
た
ち
の
キ
リ
シ
タ
ン
と
し

て
の
信
心
と
宗
教
へ
の
親
近
感
を
理
解
し
、
歓
喜
に
酔
い
し
れ
た
。
そ
こ
で
は
い

ち
じ
る
し
く
感
動
し
、
歓
喜
の
涙
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
ひ
と
り
は
、

多
く
の
枢
機
卿
に
囲
ま
れ
た
教
皇
聖
下
で
あ
っ
た
。
最
初
の
も
て
な
し
が
終
わ
る

時
、
教
皇
聖
下
は
通
訳
を
介
し
て
彼
ら
と
話
し
、〔
使
節
ら
は
〕
彼
ら
の
領
主
た

ち
の
手
紙
を
差
し
出
し
た
。
そ
れ
ら
は
彼
の
国
々
の
方
法
で
封
を
さ
れ
、
手
紙
は

閉
ざ
さ
れ
た
箱
の
な
か
に
あ
っ
た
。
最
初
の
手
紙
は
日
本
語
で
あ
り
（
１７
）
、
そ
れ
が
イ

タ
リ
ア
語
へ
訳
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

m
aravig

lia
etalleg

rezza
in
co
ncisto

ro
p
er
la
venuta

d
e
s.riG

iap
o
n
esi

non
si

puo
dire

com
e

fosse
grande

il
m

ovim
ento

de
gli

anim
i

de
tutti,

parte
per

m
araviglia

parte
per

allegrezza.Sim
aravigliano

diuna
am

bas-

ciaria
di

persone
di

tanto
conto,di

giovani
di

cosi
fresca

età,
di

viagio
di
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tre
anni,m

andata
da

R
egi

cosi
grandi:

si
m

aravigliano
che

hom
ini

cosi

lontanida
E

uropa
havessero

fidatigiovanitanto
loro

congionti,per
paren-

tella
a

doi
e

tre
G

iesuiti,stranieri
a

loro,poveri
et

sconosciuti,
et

insiem
e

argom
entando

da
tuttiquestieffetti;

etin
particolare

dalfine
della

legati-

one,
la

soda
R

eligione
et

pieta
cristiana

de
quei

principi
che

gli
m

an-

davano,si
riem

pivano
di

giubilo
:

onde
m

olti
si

intenerirno,
et

furno
for-

zatia
lacrim

are
diallegrezza

;
fra

iqualiuno
fu

sua
santità

con
m

olticar-

dinali.

〔[G
utierrez]p.57

〕Finite
le

prim
e

accoglienze
sua

santita
ragiono

con
esso

loro
per

interprete
un

pezzo
poipresentarono

le
lettere

de
loro

Principi,che
alm

odo
de

queipaesierano
involtate

et
poste

in
cassetini

serrati.Furono
prim

a
lette

in
lingua

giaponese,poitradotte
in

lingua
It-

taliana,etsono
le

seguenti.

日
本
の
国
王
た
ち
か
ら
教
皇
へ
の
手
紙

至
高
な
る
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ
一
三
世
へ
の
日
本
の
国
王
た
ち
か
ら
の
手
紙
の
原

文
。
先
述
豊
後
王
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
文
責
。

lettere
d
eliR
e
d
elG
iap
o
ne
a
s.a
s.ta

c.72
r

E
sem

plare
delle

lettere
m

andate
alsom

m
o

Pontefice
G

regorio
X

III
da

i

R
egidelG

iapone,

M
ansione

o
sia

soprascritto
della

l’ra
diFrancesco

−
R

e
diB

ongo
−

豊
後
王
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
書
簡
（
１８
）

地
上
に
お
け
る
天
の
王
の
代
理
で
あ
り
、
強
力
な
異
教
の
神
か
ら
の
最
初
の
救

い
を
冀
う
よ
う
に
祈
願
す
る
す
べ
て
の
人
か
ら
崇
拝
さ
れ
る
に
値
す
る
、
偉
大
に

し
て
い
と
も
聖
な
る
教
皇
へ
。
す
べ
て
の
敬
虔
と
と
も
に
教
皇
へ
と
書
く
こ
と
を

は
じ
め
ま
す
。
天
と
地
の
支
配
者
、
そ
の
帝
国
は
太
陽
、
月
そ
し
て
星
々
の
上
に

広
が
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
私
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
闇
の
奥
深

く
へ
沈
み
込
ん
で
お
り
ま
す
が
、〔
あ
な
た
様
は
〕
明
る
い
光
が
き
ら
め
き
、
と

り
わ
け
わ
れ
わ
れ
の
民
衆
の
間
に
慈
悲
と
彼
ら
の
特
別
な
宝
物
の
箱
を
据
え
る
こ

と
を
お
命
じ
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
日
本
の
王
国
へ
イ
エ
ズ
ス
会
司

祭
た
ち
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
て
か
ら
の
早
や
三
十
四
年
を
よ
ろ
こ
ば
し
く
思
い
ま

す
。
蒔
か
れ
て
い
る
魂
を
救
う
神
聖
な
る
種
子
、
と
り
わ
け
私
の
胸
の
あ
る
部
分

の
な
か
の
神
の
お
慈
悲
、
そ
れ
は
彼
の
恵
み
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
多
く
の
ほ
か

の
近
況
と
と
も
に
希
望
へ
と
導
か
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

ら
の
功
績
や
あ
な
た
が
た
の
い
と
も
聖
な
る
司
祭
た
ち
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
全
体

の
宗
教
上
の
告
白
に
対
し
、
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
あ
な
た
が
た
の
お
許

し
を
得
る
た
め
に
告
白
し
ま
す
。
も
し
大
き
な
戦
い
、
年
齢
の
威
厳
そ
し
て
多
く

の
困
難
に
よ
り
、
自
ら
こ
れ
ら
い
と
も
聖
な
り
て
敬
う
べ
き
土
地
土
地
を
訪
ね
に

行
く
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
教
皇
の
足
を
上
に
戴
き
、
従
属
を
捧

げ
、
そ
の
後
私
の
頭
上
に
て
恭
し
く
接
吻
す
る
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
至
福
の
手

に
よ
り
示
さ
れ
た
十
字
架
の
印
に
よ
り
胸
〔
の
信
仰
〕
を
鍛
え
た
く
存
じ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
事
情
に
よ
り
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

〔
そ
こ
で
〕
教
皇
へ
私
の
代
わ
り
に
、
私
の
妹
と
日
向
王
の
息
子
で
あ
る
ド
ン
・

ジ
ェ
ロ
ー
ラ
モ
を
派
遣
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
現
在
わ
れ

わ
れ
の
居
城
か
ら
は
遠
く
に
お
り
、
巡
察
師
司
祭
も
出
発
を
急
ぎ
ま
し
た
。
そ
の

理
由
に
よ
り
、
彼
の
従
兄
弟
で
あ
る
ド
ン
・
マ
ン
シ
ョ
を
派
遣
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
み
な
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理
と
し

て
お
持
ち
の
お
立
場
に
お
い
て
、
教
皇
聖
下
に
よ
り
大
い
に
助
け
て
い
た
だ
け
る

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
と
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
群
集
の
た
め
に
、
つ
ね
に
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た
ゆ
ま
ず
な
さ
っ
た
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
に
支
え
、
お
助
け
く
だ
さ
ろ
う
と
な
さ

る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。〔
私
は
〕
自
ら
の
意
思
に
よ
り
、
巡
察
師
司
祭
が
あ
な
た

様
の
お
名
に
よ
り
私
に
く
だ
さ
い
ま
し
た
聖
遺
物
の
壁
龕
、
そ
れ
を
き
わ
め
て
か

し
こ
ま
り
な
が
ら
わ
が
頭
上
へ
拝
戴
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
教
皇
様

へ
対
し
あ
た
う
る
限
り
す
べ
て
そ
れ
ら
の
大
い
な
る
謝
意
を
表
し
ま
す
。
そ
し
て

そ
れ
は
も
う
煩
瑣
に
な
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
我
が
王
国
と
私
自

身
に
つ
い
て
の
情
報
は
巡
察
師
司
祭
と
ド
ン
・
マ
ン
シ
ョ
に
よ
り
教
皇
様
が
ご
存

じ
に
な
り
、
ご
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
す
。
あ
な
た
様
に
対
し
ま
し
て
は
、

わ
た
く
し
は
魂
と
心
か
ら
誠
に
崇
拝
し
、
大
い
な
る
敬
意
と
気
遣
い
を
も
っ
て
、

こ
の
手
紙
を
記
し
ま
し
た
。
主
の
ご
降
誕
後
の
一
五
八
二
年
一
月
一
一
日

教
皇
聖
下
の
い
と
も
聖
な
る
御
足
に
ひ
れ
伏
し
た

豊
後
王
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ

l'ra
d
iD
o
n
F
ran.co

R
e
d
iB
o
ng
o

A
lG

rande
etsantissim

o
Papa

luogotenente
in

terra
delR

e
delcielo

degno

da
esser

adorato
da

tutte
le

genti
invocando

suplichevolm
ente

prim
a

l’ai-

utto
del

grande
Iddio,

con
ogni

hum
iltà

〔[G
utierrez]p.58

〕com
incio

a

scriver
alla

santità
vostra.Ilsignore

rettore
delcielo,et

della
terra,lo

im
-

perio
di

cui
si

estende,
sopra

del
sole,

della
luna

;
et

delle
stelle,

non
sap-

endo
io,anci

〔anzi

〕ritrovandom
iim

m
erso

nelprofondo
delle

tenebre,co-

m
ando,che

illum
e

della
sua

chiarezza
risplendesse,etfra

inostripopoliin

particolare
piantando

l’arca
della

sua
m

isericordia,
et

de
i

suoi
preciosi

tesori
si

com
piaque

gia
trentaquatro

anni
sono

di
destinare

in
questi

n.ri

R
egni

delG
iapone

i
padri

della
com

pagnia
delG

iesù
:

dalla
salutifera

et

D
ivina

sem
enza

de
qualine

è
caduto.per

particolar
benignità

de
D

io
den-

tro
dalm

io
petto

qualche
parte.Ilquale

segnalato
favore

con
m

oltialtrire-

ceutiapresso
dalla

sua
gratia,essendo

pervenutiin
noi,m

ediante
im

eriti,

et
le

preghiere
di

voi
Padre

santissim
o

di
tutto

il
cristianesim

o,
ne

rendo

gratie,etconfesso
dihaverle

riceute

〔
削
除
〕ottenute

da
voi.E

tse
non

fosse

che
la

grandezza
delle

guerre,la
gravità

della
età,et

c.72
v

le
m

olte
m

alatie
m

e
lo

vietano
venerei

in
persona

per
visitare

quei
luoghi

santissim
i

et
venerandi,

et
rendendogli

obedienza
sopraporre

i
piedi

della

santita
vostra,doppo

havergli
riverentem

ente
basiati,sopra

delm
io

capo,

procurando
di

fortificarm
i

il
petto

con
il

segno
della

croce,
espresso

dalle

vostre
beatissim

e
m

ani.

〔[G
utierrez]pp.58−9

〕M
a

perche
per

le
so-

pradette
cagionim

iviene
vietato

difarlo
;

deliberaidim
andare

alla
san-

tità
vostra

in
m

ia
vece

D
on

G
erolam

o
figliolo

d’una
m

ia
sorella

etdelR
e

diFiunga.M
a

ritrovandosieglialpresente
lontano

dalla
nostra

corte,et

accelerando
IlPadre

visitadore
la

partita
:

ho
stim

ato
conveniente

m
an-

dare
per

l’istessa
cagione

D
on

M
ancio

suo
consobrino

;
La

onde
repu-

taro
diesser

altam
ente

benefitiato
dalla

santita
vostra

se
per

ilcarico
che

leitiene
in

terra
in

vece
diD

io
:

a
m

e
eta

questa
grege

C
hristiana

la
si

vorra
degnare

difavorire
etdiaiutare

com
e

assiduam
ente

hà
fatto

sem
-

pre.A
cettai

voluntierissim
o

iltabernacolo
delle

reliquie,che
ilpadre

visi-

tadore
m

i
presento

a
nom

e
vostro,etlo

sopraposi
tutto

trem
ante

sopra
del

m
io

capo,etperciò
ne

rendo
alla

santità
vostra

tutte
quelle

gratie
m

agiori

che
posso,

non
saro

più
longo

perche
et

della
notitia

del
m

io
R

eam
e

et
di

m
e

stesso,lo
conoscera

etintendera
dalPadre

visitadore
etda

D
on

M
ancio

la
santita

vostra
alla

quale,essendo
quella

da
m

e
etcon

l’anim
o,etcon

l’ef-

fetto
veram

ente
adorato,

hò
con

m
olta

riverenza,
et

tim
ore

scritto
le

pre-
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sentilettere
l’undecim

o
giorno

diG
enaio

de
l’A

nno
doppo

la
venuta

delsig-

nore
1582

Prostrato
in

Terra
a

santissim
ipiedidivostra

B
eatitudine

Francesco
R

e
diB

ongo

〔[G
utierrez]p.59

〕

有
馬
王
ド
ン
・
プ
ロ
タ
ジ
オ
の
手
紙
（
１９
）

先
述
の
有
馬
王
ド
ン
・
プ
ロ
タ
ジ
オ
の
手
紙
ま
た
は
手
紙
の
文
責

こ
の
書
を
、
神
の
代
理
と
し
て
尊
敬
す
る
、
偉
大
に
し
て
清
ら
か
な
る
あ
な
た

さ
ま
へ
捧
げ
ま
し
ょ
う

神
の
お
恵
み
と
と
も
に
、
慎
み
深
く
謙
虚
に
、
教
皇
聖
下
へ
こ
の
手
紙
を
差
し

上
げ
ま
す
。
主
の
ご
到
来
の
一
五
八
〇
年
の
四
旬
節
の
季
節
か
ら
、
二
年
に
な
り

ま
す
。
そ
の
頃
は
と
り
わ
け
わ
れ
ら
が
主
キ
リ
ス
ト
の
特
殊
な
受
難
を
崇
敬
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
大
き
な
戦
争
と
す
べ
て
の
私
の
ま
た
は
家
族
の
事
々
の
大
き
な

激
動
に
巻
き
込
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
諸
事
業
の
一
方
で
、
尊
敬
す

る
巡
察
師
と
他
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
神
の
言
葉
の
伝
道
者
た
ち
を
介
し
た
真
の
救
い

の
道
と
、
真
実
の
光
を
示
し
て
く
だ
さ
る
慈
悲
の
司
祭
に
ふ
さ
わ
し
い
、
親
切
か

ら
閉
ざ
さ
れ
た
奥
底
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
お
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
力
強
く
私
を
助

け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
彼
ら
の
仕
事
を
通
じ
て
、
彼
ら
は
私
と
神
聖
な
お
恵
み

に
よ
る
す
べ
て
の
私
の
洗
礼
の
秘
蹟
、
そ
し
て
天
へ
の
望
み
の
露
の
た
め
に
嘆
願

し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
総
じ
て
、
こ
の
よ
う
に
大
き
な
お
恵
み
に
対
し

て
、
天
の
王
へ
限
り
な
い
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
教
皇
聖
下
が
す
べ
て

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
群
れ
を
養
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
の
で
、〔
私
は
〕
と
り
わ
け

み
ず
か
ら
あ
な
た
さ
ま
の
御
元
へ
参
り
、
教
皇
聖
下
の
恭
順
を
示
す
た
め
能
う
る

限
り
の
謙
譲
と
と
も
に
ひ
れ
伏
し
、
そ
の
後
私
の
頭
上
に
い
と
も
清
ら
か
な
御
足

を
お
き
捧
げ
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
の
支
障
に
よ
り
、
そ

れ
を
片
付
け
る
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
ま
す
。〔
そ

こ
で
私
は
〕
こ
の
私
の
望
み
を
私
の
名
に
お
い
て
貫
徹
す
る
た
め
に
、
同
巡
察
師

と
と
も
に
私
の
従
兄
弟
で
あ
る
ド
ン
・
ミ
ケ
ー
レ
を
派
遣
し
ま
す
。
そ
の
望
み
に

よ
り
、
教
皇
聖
下
は
私
の
考
え
と
求
め
る
で
あ
ろ
う
事
柄
を
理
解
な
さ
る
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
の
名
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
が
、
煩

瑣
に
は
な
ら
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
べ
て
の
魂
の
純
粋
さ
を
も
っ
て
尊
敬
し
、

深
遠
な
る
謙
譲
を
も
っ
て
敬
礼
し
ま
す
。
御
主
御
到
来
後
の
一
五
八
二
年
一
月
八

日
。

教
皇
聖
下
の
靴
に
し
た
が
う
ド
ン
・
プ
ロ
タ
ジ
オ

lettera
d
iD
o
n
P
ro
tasio

R
e
d
elliA

rim
ani

c.73
r

Lettera
di

D
on

Protasio
R

e
delli

A
rim

ani
soprascritta

o
sia

m
ansione

della
lettera

A
presentisila

lettera
a

quelgrande
etsanto

signore
ch’io,adoro

com
e

vice-

regente
diD

io

〔[G
utierrez]p.59

〕

C
on

la
gratia

de
D

io,dim
essam

ente
ethum

ilm
ente

offerisco
alla

santita

vostra
queste

lettere.D
oiannisono

che
fù

l’anno
della

venuta
delsignore

1580
neltem

po
della

quaresim
a

nella
quale

particolarm
ente

si
riverisse

la

pretiosa
passione

diC
hristo

nostro
sig.re

m
entre

m
iritrovano

im
plicato

in

grandissim
e

guerre
etin

gran
com

m
otione

ditutte
le

m
ie

cose,etdella
m

ia

fam
iglia,etin

som
m

a
m

entre
m

ene
giacevo

nelprofondo
delle

tenebre
de

i

gentili
si

degno
il

padre
delle

m
isericordie

di
dim

ostrarm
i

il
vero

cam
ino

della
salute

etla
luce

della
verità

m
ediante

ilvenerabile
visitatore,etd’al-

tri
predicatori

della
parola

de
D

io
della

com
pagnia

del
G

iesù,
i

quali

gagliardam
ente

m
i

aiutorno,et
per

opera
de

quali
im

petrarono
per

m
e

et
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per
tutti

i
m

iei
dala

D
ivina

gratia
il

sacram
ento

del
B

attesim
o,

et
là

rugiada
de

i
favori

celesti,

〔[G
utierrez]pp.59−60

〕la
onde

som
m

am
ente

allegro
per

cosi
alto

benefitio
rendo

infinito
gratie

al
R

è
de

cieli.
E

t

perche
la

santita
vostra

nutrisce
tutta

la
grege

delcristianesim
o,hebbi

particolarissim
a

voglia
divenire

presentialm
ente

alla
vostra

presentia
et

prostrato
in

terra
con

ognihum
iltà

m
agiore

render
obedientia

a
vostra

B
eatitudine,etdopo

haverglibassatiisantissim
ipiediporlisopra

la
m

ia

testa,m
a

perche
im

pedito
da

c.73
v

variiaccidentim
iè

tolto
ilpuoterlo

esequire,m
ando

con
ilm

edem
o

visi-

tadore,D
on

M
ichele

m
io

cugino
acioche

a
m

io
nom

e
dia

perfettione
a

questo
m

io
desiderio

dalquale
vostra

santità
intendera

im
ieipensieriet

quello
che

procuri,etperciò
non

saro
piu

longo,rim
ettendom

ia
quello

che
essi

in
m

io
nom

e
vi

dirano.
E

t
adorando

con
tutta

la
sincerita

del

l’anim
o

la
santità

vostra,con
profunda

hum
ilta

m
e

le
inchino

alliotto
di

G
enaro

de
l’anno

doppo
la

venuta
delsignore

1582.

D
on

Protasio
che

sisottom
ette

alle
scarpe

della
santita

vostra

お
わ
り
に

紙
幅
の
都
合
上
、
今
回
の
収
録
は
右
の
範
囲
に
留
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
の
項
目
に
注
を
付
し
た
と
お
り
、
既
刊
の
関
係
史
料
の
内
容
と
重
複
す
る
点
も

少
な
く
な
い
が
、
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
先
に
出
版
の
技
術
を
も
っ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
興
味
深
い
点
も
散
見
す
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
も
、
本
年

度
は
一
行
の
ひ
と
り
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
列
福
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

彼
ら
の
立
場
な
ら
び
に
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
ロ
ー
マ
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ
一
三
世
の

謁
見
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
を
試
み
た
い
。

天
正
遣
欧
使
節
の
構
成
員
と
し
て
は
一
般
に
、
伊
東
マ
ン
シ
ョ
、
千
々
石
ミ
ゲ

ル
、
原
マ
ル
チ
ノ
、
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
四
名
の
存
在
が
著
名
で
あ
る
。
こ
の
四

名
の
立
場
の
如
何
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
は
若
干
の
見
解
の
相
違
が
生
じ
て
い
る
。

若
桑
み
ど
り
氏
は
、
四
名
の
う
ち
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
病
に
よ
り
教
皇
と
の
公

式
謁
見
を
欠
席
し
、
し
か
の
み
な
ら
ず
『
デ
・
サ
ン
デ
天
正
遣
欧
使
節
記
』
に
も

ジ
ュ
リ
ア
ン
の
事
情
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
こ
と
を
「
変
で
は
な
い
か
（
２０
）
」
と

位
置
づ
け
、
次
の
よ
う
に
推
定
す
る
。
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
ジ
ュ
リ
ア
ン
を
重
病
だ

と
い
う
こ
と
に
し
て
、
謁
見
に
同
席
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
と
し
、
そ
の
背
景

に
「
三
王
礼
拝
」
の
故
事
が
あ
り
、
東
方
の
三
王
が
三
人
の
公
子
を
派
遣
し
た
の

だ
と
指
摘
す
る
。
こ
の
点
は
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
に
お
け
る
「
日
本
使
節
到
来
メ

モ
」
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
若
桑
氏
が
指
摘
す
る
以
外
に
も
、
三
王

が
三
使
節
を
派
遣
し
た
と
す
る
理
解
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
２１
）
。
彼
ら
が
持
参

し
た
書
簡
が
、
大
友
義
鎮
、
有
馬
晴
信
、
大
村
純
忠
三
名
の
合
計
三
通
で
あ
り
、

教
皇
と
会
見
し
、
そ
れ
ら
を
実
際
に
手
渡
し
た
少
年
た
ち
が
三
名
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
伊
東
マ
ン
シ
ョ
と
日
向
王
、

千
々
石
ミ
ゲ
ル
と
有
馬
、
大
村
両
氏
、
原
マ
ル
チ
ノ
と
「
肥
前
王
」
と
の
関
係
を

指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
（
２２
）
が
「
肥
前
王
」
が
誰
を
指
す
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
本
稿
所
収
の
大
友
、
有
馬
（
大
村
書
簡
は
次
号
掲
載
の
予
定
）
書
簡

に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
東
マ
ン
シ
ョ
は
大
友
の
意
向
を
受
け
、
千
々

石
ミ
ゲ
ル
は
有
馬
、
大
村
両
氏
の
意
向
を
代
表
す
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
原
マ
ル
チ
ノ
お
よ
び
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
同
様
の
記
述
を
み
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
本
年
代
記
冒
頭
に
お
い
て
も
、
伊
東
マ
ン
シ
ョ
を
主
席
、
千
々
石

ミ
ゲ
ル
を
次
席
、
彼
ら
が
他
の
ふ
た
り
を
同
行
し
た
と
位
置
づ
け
る
。
四
名
を
二
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名
ず
つ
に
わ
け
て
二
名
の
貴
族
と
、
二
名
の
同
行
者
を
派
遣
す
る
と
い
う
構
図
は
、

じ
つ
は
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
最
初
期
か
ら
示
し
て
い
る
構
想

で
も
あ
る
（
２３
）
。
す
な
わ
ち
、
直
接
当
事
者
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
厳
密
な
意
味
で
使
節

の
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
四
名
の
う
ち
二
名
だ
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

三
王
が
三
使
節
を
派
遣
し
た
と
す
る
図
式
は
、
必
ず
し
も
彼
ら
に
関
心
を
示
し
て

い
な
い
、
モ
デ
ナ
の
エ
ス
テ
家
関
係
者
に
よ
る
付
会
を
経
た
情
報
だ
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
。
本
年
代
記
が
使
節
一
行
か
ら
の
聞
き
書
き
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
二
名
を
使
節
と
し
、
二
名
を
そ
の
補
佐
員
と
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ば
使
節
補
佐
員
で
あ
る
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
教
皇
と
の
公
式
謁
見
の
場

に
は
病
欠
し
た
も
の
の
、
本
年
代
記
に
よ
れ
ば
そ
の
前
に
謁
見
を
果
た
し
て
い
る
。

ジ
ュ
リ
ア
ン
の
謁
見
に
は
若
桑
氏
も
着
目
し
て
い
る
（
２４
）
。
こ
の
点
は
、
先
述
エ
ス
テ

家
関
係
者
筋
の
情
報
を
は
じ
め
（
２５
）
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
三
月
二
〇
日
に
密
か
に
会
見

が
あ
っ
た
と
す
る
情
報
も
存
在
す
る
（
２６
）
。
こ
の
日
は
、
一
般
的
に
一
行
の
ロ
ー
マ
到

着
日
と
さ
れ
る
二
二
日
の
二
日
前
で
あ
り
、
他
の
記
録
で
は
翌
二
一
日
に
ヴ
ィ
テ

ル
ボ
を
出
発
し
、
パ
ル
マ
出
身
の
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
枢
機
卿

（A
lessandro

Farnese

）
の
別
荘
が
あ
る
カ
プ
ラ
ロ
ー
ラ
へ
到
着
し
た
日
と
も

さ
れ
て
い
る
（
２７
）
。
密
会
が
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
は
た
ま
た
二
二
日
の
こ

と
で
あ
っ
た
の
か
は
、
予
断
を
許
さ
な
い
。
こ
の
二
日
と
い
う
数
が
ま
た
意
味
深

な
の
で
あ
る
。
一
行
の
ロ
ー
マ
到
着
前
、
二
日
路
の
地
点
ま
で
、
教
皇
は
護
衛
の

兵
士
を
遣
わ
し
て
い
る
（
２８
）
。
派
遣
先
は
ア
ク
ァ
ペ
ン
デ
ン
テ
だ
と
も
、
モ
ン
テ
ロ
ー

ジ
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
２９
）
。
い
ず
れ
も
現
在
の
ヴ
ィ
テ
ル
ボ
県
に
属
す
る
町
で
、

前
者
は
北
部
の
シ
エ
ナ
寄
り
、
後
者
は
南
部
の
ロ
ー
マ
寄
り
の
町
で
あ
る
。
後
者

の
記
録
で
は
モ
ン
テ
ロ
ー
ジ
ま
で
は
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
家
が
兵
士
を
出
し
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
の
ず
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解
き
明
か
す
余
力

は
な
い
が
、
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
教
皇
と
面
会
し
た
こ
と
は
確
実
と
み
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、『
ウ
ル
バ
ー
ノ
・
モ
ン
テ
年
代
記
』
の
紹
介
、
本
文
、
そ
し
て
今
回
の

範
囲
に
お
け
る
問
題
点
の
整
理
を
お
こ
な
っ
た
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
一
三
世
謁
見
後
に

も
記
録
は
さ
ら
に
続
く
が
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

﹇
付
記
﹈
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
翻
刻
作
成
に
あ
た
っ
て
は
フ
ァ
ビ
オ
・
ヴ
ィ

タ
ー
リ
（Fabio

A
.V

itali

）
氏
の
、
邦
訳
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ヴ
レ
ア
市
立

P.A
.

ガ
ル
ダ
美
術
館
の
小
山
真
由
美
氏
の
ご
協
力
を
得
た
。
末
筆
な
が
ら
衷
心
よ

り
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
１
）

印
刷
物
と
し
て
は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
も
の
が
著
名
で
あ
り
、

本
年
代
記
の
肖
像
画
が
底
本
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
や
、
京
大
本
に
お

け
る
肖
像
の
人
物
比
定
に
つ
い
て
は
松
田
博
「『
天
正
遣
欧
使
節
肖
像
画
』

人
物
名
異
同
の
こ
と
な
ど
」（『
静
脩
』
三
八
―
三
、
二
〇
〇
一
）
に
詳
し
い
。

（
２
）

天
正
遣
欧
使
節
に
関
す
る
出
版
情
報
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
天
正
遣
欧
使

節
の
史
料
学
」（『
大
村
史
談
』
五
九
、
二
〇
〇
八
）
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
３
）
『
大
日
本
史
料
』
二
、
訳
文
編
一
八
二
頁
で
は
八
日
間
の
滞
在
と
あ
る
。

（
４
）

一
行
が
ミ
ラ
ノ
へ
到
着
し
た
頃
の
模
様
は
、
ほ
か
に
『
大
日
本
史
料
』
二
、

一
八
一
〜
八
二
、
一
八
八
〜
八
九
頁
、
泉
井
久
之
助
ほ
か
訳
『
デ
・
サ
ン
デ

天
正
遣
欧
使
節
記
』（
雄
松
堂
出
版
、
一
九
六
九
）（
以
下
『
デ
・
サ
ン

デ
』）
五
六
二
〜
六
三
頁
に
も
記
載
が
あ
る
。

（
５
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
四
頁
で
は
、
日
本
は
イ
タ
リ
ア
よ
り
小
さ
い
と
の

認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
西
信
行
氏
の
ご
教
示
を
え
た
。
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（
７
）

お
湯
を
飲
む
習
慣
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
史
料
』
一
、
一
三
一
、
二
七
七
、

三
〇
九
頁
で
も
着
目
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
二
〇
〜
二
二
、
二
五
二
〜
五
五
頁
に
関
連
記
事
が

あ
る
。

（
９
）

一
行
の
出
自
に
つ
い
て
は
、『
大
日
本
史
料
』
一
、
一
一
〜
一
二
、
二
四
、

三
〇
、
三
四
、
三
九
、
二
二
六
、
二
七
二
、
二
七
五
、
三
〇
五
頁
な
ど
。

（
１０
）

一
行
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
滞
在
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
史
料
』
一
、
七
六
〜
一

〇
〇
頁
、『
デ
・
サ
ン
デ
』
二
九
六
〜
三
一
二
頁
、
ス
ペ
イ
ン
滞
在
は
『
大

日
本
史
料
』
一
、
一
〇
一
〜
五
二
頁
、『
デ
・
サ
ン
デ
』
三
一
二
〜
五
七
頁

を
参
照
。

（
１１
）

ト
ス
カ
ー
ナ
滞
在
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
史
料
』
一
、
一
五
四
〜
九
一
頁
、

『
デ
・
サ
ン
デ
』
三
五
八
〜
八
四
頁
。

（
１２
）

関
係
記
事
は
『
大
日
本
史
料
』
一
、
一
九
二
〜
九
三
、
二
〇
九
〜
一
〇
、

二
二
三
、
二
六
七
、
二
七
五
頁
。『
デ
・
サ
ン
デ
』
三
八
七
頁
を
参
照
。

（
１３
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
一
九
三
〜
九
五
、
二
一
〇
〜
一
三
、
二
二
七
、
二

六
九
、
二
七
一
〜
七
二
、
二
七
四
〜
七
五
、
二
九
一
〜
九
八
、
三
〇
五
〜
〇

六
頁
。

（
１４
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
一
九
五
〜
九
九
、
二
一
三
〜
一
四
、
二
二
八
〜
三

六
、
三
〇
六
頁
。『
デ
・
サ
ン
デ
』
三
九
二
〜
九
四
頁
参
照
。

（
１５
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
一
九
九
〜
二
〇
〇
、
二
一
四
、
二
三
六
〜
三
七
頁
。

『
デ
・
サ
ン
デ
』
三
九
四
頁
参
照
。

（
１６
）
『
デ
・
サ
ン
デ
』
三
九
五
〜
九
七
頁
参
照
。

（
１７
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
三
二
〇
に
は
天
正
一
二
年
一
一
月
七
日
（
一
五
八

四
年
一
二
月
八
日
）
付
大
友
義
鎮
和
文
書
簡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
１８
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
二
三
九
〜
四
一
、
三
一
二
〜
三
頁
に
、
同
書
簡
の

ラ
テ
ン
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
版
の
邦
訳
が
あ
る
。
原
文
は
同
書
原
文
編
二
〇
六

〜
七
、
二
七
一
〜
二
頁
。

（
１９
）

邦
訳
は
『
大
日
本
史
料
』
一
、
二
四
一
〜
二
、
三
一
四
〜
五
頁
。
原
文
は

原
文
編
二
〇
七
〜
八
、
二
七
二
〜
三
頁
参
照
。

（
２０
）
『
ク
ア
ト
ロ
・
ラ
ガ
ッ
ツ
ィ
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
三
）
三
一
六
頁
。

（
２１
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
二
七
一
、
三
〇
五
、
三
〇
八
頁
。

（
２２
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
三
〇
五
頁
。

（
２３
）

拙
書
『
大
航
海
時
代
の
東
ア
ジ
ア
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
）
二
八

一
頁
。

（
２４
）

若
桑
氏
前
掲
書
、
三
一
六
頁
。

（
２５
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
二
九
一
頁
。

（
２６
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
二
六
九
頁
。

（
２７
）
『
デ
・
サ
ン
デ
』
三
八
七
頁
。

（
２８
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
一
九
二
、
二
〇
九
頁
。

（
２９
）
『
大
日
本
史
料
』
一
、
二
二
三
、
二
七
五
頁
。
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