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は

じ

め

に

『イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
『イ
エ
ズ
ス
会
日
本
年
報
』
に
つ
い

て
､
高
校
の
授
業
で
直
ぐ
使
え
る
実
践
的
な
史
料
紹
介
を
､
こ
れ
が
編

集
者
か
ら
の
依
頼
で
あ
っ
た
｡
高
校
の
教
科
書
や
史
料
集
に
必
ず
引
用

さ
れ
る
も
の
に

『日
本
通
信
』
ビ
レ
ラ
書
簡
の

｢堺
は
ベ
ニ
ス
と
似
た

自
治
都
市
だ
｣
が
あ
る
｡
し
か
し

『日
本
通
信
』
『日
本
年
報
』
は
堺
の

こ
と
を
言
う
た
め
に
の
み
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
れ
ら
が

全
体
と
し
て
目
指
し
て
い
る
の
は
日
本
布
教
の
報
告
で
あ
り
､
こ
の
書

簡
集
は
発
明
当
初
の
印
刷
機
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
､
た
ち
ま
ち
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
り
､
日
本
布
教
の
成
功
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
攻
撃
に
よ

り
自
信
を
失

っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
延
ら
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
｡

過
去
の
事
実
に
問
い
か
け
を
行
う
の
は
常
に
現
在
の
我
々
で
あ
り
､

史
料
を
読
み
な
お
し
て
新
し
い
何
か
を
見
つ
け
る
こ
と
も
現
在
の
立
場

に
立

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
今
の
若
い
高
校
生
諸
君
が
歴
史
に
興
味
を

持
つ
こ
と
に
少
し
で
も
お
手
伝
い
出
来
れ
ば
と
思
い
､
こ
こ
で
は
こ
れ

ま
で
の
私
の
研
究
を
踏
ま
え
て

｢平
和
｣
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
｡

指
導
要
領
は
も
と
よ
り
教
科
書
に
も
載
ら
な
い
事
柄
を
取
り
上
げ
る
の

は
恐
縮
だ
が
､
歴
史
の
本
質
は
暗
記
で
は
な
-
､
事
柄
の
見
直
し

･
未

来
に
対
す
る
新
た
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
以
上
､

お
許
し
頂
き
た
い
｡
ま
た
紙
幅
の
関
係
で
充
分
に
意
の
尽
-
せ
な
い
と

こ
ろ
は
小
著
を
お
読
み
頂
き
､
各
自
補

っ
て
頂
き
た
い
｡

戦
後
の
平
和
運
動

湾
岸
戦
争
以
来
､
現
在
の
日
本
国
家
の
課
題
は
､
世
界
の
平
和
維
持

の
た
め
如
何
に
国
際
貢
献
を
す
る
か
に
あ
り
､
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
は

大
国
と
な
っ
た
日
本
国
が
国
連
の
常
任
理
事
国
入
り
を
す
る
た
め
の
条

件
の
よ
う
で
､
事
実
自
衛
隊
は
カ
ン
ボ
ジ
ア

･
ル
ワ
ン
ダ

･
ゴ
ラ
ン
高
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原
等
々
に
次
々
に
出
か
け
て
い
る
｡
こ
れ
は
自
衛
隊
は
違
憲
か
否
か
を

論
争
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
に
は
想
像
さ
え
し
な
か
っ
た
出
来
事
で
､
今

一

や

｢平
和
｣
は
日
本
外
交
の
課
題
の
よ
う
で
あ
る
｡
今
こ
こ
で
こ
の
こ

と
の
当
否
を
論
じ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
し
､
ま
た
そ
の
準
備
も
無
い
｡

戦
後
と
現
在
と
の
違
い
を
強
-
感
じ
る
と
共
に
､
ソ
連
の
解
体

･
冷
戦

の
終
結
以
後
の
我
々
を
取
り
巻
-
世
界
の
変
化
の
激
し
さ
を
思
う
ば
か

り
で
あ
る
｡

今
年
は
戦
後
五

〇
年
と
い
う
こ
と
で
､
戦
後
を
見
直
す
様
々
な
企
画

が
あ

っ
た
｡
戦
後
の
大
衆
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が

｢平
和
と
民
主
主
義

と
よ
り
良
き
生
活
｣
で
あ

っ
た
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
戦
後
に

お
い
て
は
､
国
内
問
題
と
し
て
､
ま
た
民
衆
の
自
発
的
な
運
動
の
課
題

と
し
て

｢平
和
｣
が
あ
り
､
原
水
爆
禁
止
運
動
か
ら
反
基
地
闘
争

･
反

安
保
闘
争

･
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
闘
争
に
至
る

一
連
の

｢平
和
運
動
｣
が
あ

っ
た
｡
敗
戦
の
悲
惨
な
現
実
､
無
惨
な
戦
争
体
験
か
ら
､
｢
も
う
二
度
と

戦
争
は
繰
り
返
し
た
-
な
い
｣
｢今
こ
そ
平
和
を
｣
の
願
い
は
多
-
の

人
々
に
共
通
す
る
も
の
で
､
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
民
衆
運
動
と
し
て
の

｢平
和
運
動
｣
｢平
和
の
た
め
の
戦
い
｣
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し

｢平
和
の
た
め
の
戦
い
｣
を
徹
底
し
て
追
及
し
た
学
生
運
動

が
終
息
し
た
頃
､
戦
後
の
平
和
運
動
も
ま
た
退
潮
し
た
と
私
は
思
う
｡

そ
の
理
由
に
は
､
｢平
か
に
和
ら
ぐ
｣
を
意
味
す
る
日
本
語
の

｢平
和
｣

が
､
本
来

｢闘
い
･
戦
争
を
止
め
る
こ
と
｣
を
意
味
し
､
ど
ち
ら
か
と

言
う
と
｢大
勢
順
応
｣

に
傾
き
､
｢社
会
の
大
勢
に
逆
ら
う
こ
と
｣
や
｢人

と
人
と
の
間
に
波
風
を
立
て
､
荒
々
し
-
対
立
す
る
こ
と
｣
を
含
ん
で

い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
｡
そ
れ
ゆ
え

｢正
義
の
た
め
の
戦
い
｣
と

は
ぽ
同
義
な

｢平
和
の
た
め
の
戦

い
｣

は
､
｢生
活
の
安
全
｣
や

｢和
を

以

っ
て
尊
L
と
な
す
｣
思
想
に
反
す
る
も
の
と
し
て
､
時
間
と
共
に
人
々

か
ら
遠
避
け
ら
れ
､
魅
力
を
失

っ
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

つ
ま
り

｢平
和
の
た
め
に
戦
う
｣
と
い
う
考
え
方
は
､
戦
後
の
特
殊

情
況
か
ら
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
､
日
本
語
の
世

界
に
お
い
て
は
む
し
ろ
馴
染
の
な
い
変
種
だ

っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
体
験
の
風
化
や
日
本
経
済
の
発
展
と
い
う
要
素
を

つ
け
加
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
｡

一
方
､
民
衆
が

｢平
和
｣
を
求
め
て

立
上
り
､
平
和
の
敵
と
闘

っ
た
実
例
と
し
て
､
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
､
特

に
フ
ラ
ン
ス
や
西
独
に
お
け
る

｢神
の
平
和
｣
運
動
を
挙
げ
る
こ
と
が

出
来
る
｡
こ
こ
で
は
本
来
武
力
を
持
た
な
い
教
会
が
､
封
建
領
主
た
ち

の
行
う
フ
ェ
ー
デ
-
自
力
救
済
を
平
和
の
敵
=
暴
力
と
み
な
し
､
誓
約

団
体
を
形
成
し
た
民
衆
の
力
を
頼
り
に
闘

っ
た
と
い
う
｡

そ
れ
ゆ
え

｢平
和
の
た
め
の
戦

い
｣

は
､
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
と

係
わ
り
が
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
｡
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
日
々

祈
る

｢主
の
祈
り
｣
に
は

｢御
国
を
来
た
ら
せ
給
え
､
御
心
の
天
に
行

わ
れ
る
如
-
地
に
も
行
な
わ
し
め
給
え
｣
が
あ
る
が
､
こ
の
神
の

｢御

心
｣
を

｢正
義
｣
や

｢平
和
｣
と
置
き
換
え
る
な
ら
､
キ
リ
ス
ト
教
徒

た
ち
は
常
に

｢
正
義
｣
や

｢平
和
｣
を
こ
の
地
上
に
実
現
r
,せ
よ
う
と

祈

っ
て
い
る
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
初
期
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の
｢神
の
平
和
｣
運
動
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
｢平
和
の
た
め
に
戦
う
｣

運
動
は
む
し
ろ
逆
説
的
に
戦
争
に
明
け
暮
れ
し
､
悲
劇
的
な
終
末
を
迎

え
た
と
い
う
｡
(
マ
ル
ク

･
ブ
ロ
ッ
ク

『封
建
社
会
2
』
み
す
ず
書
房
､

二
二
三
百
)

皐
近
の
ボ
ス
ニ
ア
を
め
ぐ
る
明
石
国
連
代
表
の
解
任
劇
の
背
後
に
は
､

こ
の

｢平
和
｣

に
つ
い
て
の
日
欧
間
の
考
え
方
の
違
い
が
あ
り
､
日
本

流
の
考
え
方
は
､
結
果
と
し
て
セ
ル
ビ
ア
側
の

｢既
成
事
実
｣
の
追
認

を
意
味
し
､
正
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
｡
｢平
和
と
は
本
来
正
義
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

秀
吉
の
平
和
と
神
の
平
和

戦
後
の
平
和
運
動
が
終
息
し
た
今
か
ら
凡
そ
十
年
前
､
学
界
で
は
藤

木
久
志

･
高
木
昭
作
両
氏
に
よ
っ
て

｢秀
吉
の
平
和
｣

と
し
て
①
大
名

相
互
間
の
戦
争
を
禁
じ
た

｢惣
無
事
令
｣

②
村
落
に
対
す
る

｢喧
嘩
停

止
令
｣

③
百
姓
に
対
す
る

｢刀
狩
り
令
｣

な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
｡

よ
り
正
確
に
言
え
ば
､
両
氏
の
主
張
は
こ
れ
ら
秀
吉
の

｢平
和
令
｣

の

中
に
当
時
の
民
衆
の
平
和

へ
の
願
い
の
反
映
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ

っ
た
｡
こ
れ
は
江
戸
時
代
が
戦
争
の
無
い
平
和
な
時
代
で
あ
っ
た
こ

と
､
江
戸
時
代
に
至
り

｢喧
嘩
両
成
敗
法
｣

が

｢天
下
の
大
法
｣

に
な

っ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
'
中
世
か
ら
近
世

へ
の
日
本
社
会
の
転
換
や

近
世
社
会
の
特
質
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

一
方
､
私
は
著
書

『
バ
テ
レ
ン
追
放
令
1
16
世
紀
の
日
欧
対
決
』
(冒

本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
､

一
九
八
九
年
)
に
お
い
て
､
『イ
エ

ズ
ス
会
土
日
本
年
報

上
』
(『新
異
国
叢
書
』
3
､
雄
松
堂
､

一
九
六

九
年
)
の

｢
一
五
八
二
年
二
月
十
五
日
付
､
長
崎
発
の
コ
エ
リ
ユ
書
簡
｣

(同
書
四
三
～
四
五
頁
)
の
分
析
か
ら
､
天
正
九
(
l
五
八

T
)年
に
長
崎

で
は

｢神
の
平
和
｣

の
誓
約
が
為
さ
れ
､
こ
れ
を
機
に
自
治
都
市
長
崎

は
実
質
的
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
支
配
に
服
し
､
教
会
額
長
崎
が
成
立
し
た

こ
と
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
の
と
同
様
､
誓
約
団
体
-
コ
ミ
ュ
ー
ン

の
成
立

･
拡
大
が
見
ら
れ
､
短
期
間
に
都
市
周
辺
地
域
-
コ
ン
タ
ー
ド

に
対
す
る
征
服
戦
争
が
進
め
ら
れ
､
教
会
領
長
崎
が
拡
大
し
た
こ
と

等
々
を
明
ら
か
に
し
た
｡

｢秀
吉
の
平
和
｣

が

｢徳
川
の
平
和
｣

｢
ロ
ー
マ
の
平
和
｣
と
同
様
､

権
力
に
よ
る
平
和
で
あ
る
の
に
比
べ
､
｢

神
の
平
和
｣

は

一
般
的
に
は
民

衆
に
よ
る
平
和
運
動
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
し
か
し
イ
エ
ズ
ス
会

士
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
直
接
日
本
社
会
の
中
に
暴
力
的
に
持
ち
込

み
成
立
し
た
長
崎
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
｢
コ
エ
リ
ユ
書
簡
｣

は
､

し
も
ベ

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
僕
で
あ

っ
た
日
本
人
が
長
崎
の
町
の
有
力
者
に
対
し

て
敵
討
ち
を
行
い
､
両
者
は
聖
堂
の
中
で
共
に
倒
れ
､
事
件
は

一
端
終

息
し
た
が
､
人
々
が
聖
堂
を
聖
域
と
し
て
認
め
ず
､
聖
堂
が
荒
さ
れ
た

こ
と
を
イ
エ
ズ
ス
会
側
は
遺
憾
と
し
､
バ
ー

ド
レ
一
同
は
長
崎
を
退
出

し
､
教
会
を
閉
鎖
し
て
教
会
法
上
の

｢聖
務
禁
止
｣
を
行

っ
た
と
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て

｢市
の
重
立
っ
た
者

7
同
が
①
聖
堂
を
尊
敬
し
､
②

了
_



史 料 紹 介 36

今
後
聖
堂
に
逃
げ
込
ん
だ
者
の
自
由
と
聖
堂
の
不
人
権
を
尊
重
し
､
③

暴
行
者
に
対
し
て
聖
堂
及
び
バ
ー
ド
レ
を
守
護
す
べ
き
こ
と
を
公
に
誓

っ
た
｣
と
コ
エ
リ
ユ
は
記
し
て
い
る
｡
②

･
③
か
ら
､
長
崎
の
町
の
有

力
者
た
ち
は

｢聖
堂
｣
と
い
う
場
所
､
及
び

｢バ
ー
ド
レ
及
び
今
後
聖

堂
に
逃
げ
込
ん
だ
も
の
｣
に
限

っ
て
､
今
後
は
暴
力
行
為
を
禁
じ

｢平

和
｣
を
守
る
こ
と
を
多
-
の
人
々
の
前
で
正
式
に
誓
約
し
た
こ
と
に
な

る
｡
こ
れ
こ
そ
は
十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
見
ら
れ
た
場
所
･人
物
･

期
間
を
限
っ
て
自
力
救
済
や

一
般
の
暴
力
行
為
を
禁
止
す
る

｢神
の
平

和
｣
の
誓
約
と
同
じ
も
の
で
あ
る
｡

①

･
③
か
ら
､
長
崎
の
自
治
組
織
は

｢聖
堂
や
バ
ー
ド
レ
｣
に
服
従

す
る
こ
と
と
な
り
､
こ
れ
を
機
に
長
崎
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
町
と
な
っ
た

こ
と
｡
ま
た
前
年
大
村
氏
か
ら
寄
進
を
受
け
た
イ
エ
ズ
ス
会
は
こ
こ
で

初
め
て
長
崎
の
実
質
的
な
支
配
者
に
な
り
､
教
会
領
長
崎
が
成
立
し
た

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
｡
コ
エ
リ
ユ
は
こ
の
記
録
の
最
後
で
｢バ

ー
ド
レ
は
荘
厳
な
ミ
サ
を
歌
い
､
聖
堂
を
祝
福
し
､
日
本
人
及
び
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
皆
大
い
に
感
激
し
､
多
数
の
人
は
信
心
の
涙
を
流
し
-
-
戟

等
が
主
に
感
謝
し
た
｣
と
述
べ
て
お
り
､
こ
こ
か
ら
こ
れ
が
長
崎
に
お

け
る
布
教
活
動
の
大
成
功
を
示
す
特
筆
す
べ
き
事
件
で
あ
り
'
そ
れ
ゆ

え

『日
本
年
報
』
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
逆
に

｢神
の
平
和
｣
以
後
イ
エ
ズ
ス
会
に
指
導

さ
れ
た
'
多
少
ダ
ー
テ
ィ
I
な
面
を
持
つ
民
衆
運
動
と
し
て
の
長
崎
の

コ
ミ
ュ
ー
ン
運
動
は

『日
本
年
報
』
に
は
記
さ
れ
ず
､
そ
の
後
の
運
動

は
日
本
側
の
記
録
か
ら
の
み
再
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
こ
の
誓
約

を
契
機
に
長
崎
の
誓
約
団
体
-
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
都
市
の
支
配
領
域
を
長

崎
村

･
浦
上
村

･
外
海
村

へ
と
拡
大
し
､
教
会
領
長
崎
の
境
界
は
日
見

峠

･
時
津
村
ま
で
に
拡
大
し
､
教
会
領
の
支
配
者
-
イ
エ
ズ
ス
会
は
都

市
長
崎
の
み
な
ら
ず
そ
の
周
辺
地
域
を
も
支
配
す
る

｢王
侯
の
如
き
｣

存
在

へ
と
変
化
し
た
と
あ
る
Q
つ
ま
り
港
市
長
崎
は

｢神
の
平
和
｣
を

契
機
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
国
家

･
港
市
国
家

へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
南
蛮
貿
易
を
中
核
と
す
る
十
六
世
紀
の
港
市
長
崎
に
お
い
て
､

十

･
十

一
世
紀
の
西
欧
世
界
と
全
-
同
じ
歴
史
が
再
現
さ
れ
た
｡
そ
れ

ゆ
え
長
崎
の

｢神
の
平
和
｣
は
､
よ
り
正
確
に
言
え
ば
､
む
し
ろ
自
治

都
市
発
展
の
運
動
と
言
う
べ
き
で
､
ク
リ
ユ
ニ
ュ
ー
修
道
院
の
教
会
改

革
運
動
と
結
び
付
き
､
平
和
の
敵
と
闘

っ
た
純
粋
な
民
衆
運
動
で
あ
る

フ
ラ
ン
ス
の
タ
イ
プ
よ
り
は
､
む
し
ろ
誓
約
団
体
-

コ
ミ
ュ
ー
ン
が
都

市
君
主
で
あ
る
司
教
を
追
放
し
都
市
の
自
治
権
を
拡
大
す
る
､
都
市
の

市
民
運
動
と
合
体
し
た
西
独
の
タ
イ
プ
や
､
あ
る
い
は

｢神
の
平
和
｣

運
動
で
は
な
い
が
､
誓
約
団
体
が
都
市
周
辺
地
域
-

コ
ン
タ
ー
ド
を
征

服
し
'
都
市
国
家
を
形
成
し
た
イ
タ
リ
ア
の
タ
イ
プ
と
似
て
い
る
の
で

あ
る
｡

ま
た
聖
堂
の
前
で
公
に
誓
う
在
り
方
は
､
神
社
の
境
内
で
起
証
文
を

焼
き

｢
一
味
同
心
｣
を
誓
う
日
本
史
上
の

｢
一
授
｣
と
も
よ
-
似
て
い

る
｡
こ
の
よ
う
な
誓
約
団
体
は
､
課
題
を
核
に
結
集
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
､
そ
も
そ
も
課
題
が
無
く
な
れ
ば
解
体
す
る
運
命
に
あ
っ
た
｡
そ
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れ
ゆ
え
逆
に
誓
約
団
体
の
存
続
を
努
力
す
る
限
り
､
内
部
的
な
緊
張
を

維
持
す
る
必
要
か
ら
常
に
課
題
-
敵
を
外
部
に
再
発
見
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
外
に
向
か
っ
て
好
戦
的
に
な

り
､
戦
線
を
次
々
に
拡
大
し
た
原
因
が
あ
る
｡
長
崎
の
場
合
､
こ
れ
が

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
拡
大
､
コ
ン
タ
ー

ド

へ
の
征
服
や
天
正
十
二
(
一
五
八

四
)年
の
島
原
合
戦
や
天
正
十
五
年
の
九
州
戦

へ
の
参
加
と
な
っ
て
表

わ
れ
た
｡

日
本
の
歴
史
の
中
に
西
欧
を
発
見
す
る
こ
と
は
､
明
治
以
来
の
日
本

の
運
命
'
文
明
開
化
=
西
欧
化
路
線
に
よ
っ
て
日
本
の
歴
史
学
が
強
い

(掲
載
史
料
の
訳
文
)

当
所
に
お
い
て
起

っ
た

一
事
件
は
､

一
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
日
本
の
僕

一
人
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
の
青
年
の
父
が
同
所
の
頭
立
っ
た
他
の
日

本
人
に
殺
さ
れ
た
た
め
'
青
年
は
復
讐
を
企
て
た
が
､
相
手
は
非
常
に

勇
猛
で
力
強
い
の
で
､
そ
の
気
づ
か
な
い
折
を
見
計

っ
て
､
側
方
か
ら

剣
を
も
っ
て
彼
を
刺
し
､
直
に
聖
堂
に
逃
込
ん
だ
｡
傷
を
受
け
た
者
は

抜
刀
を
提
げ
て
非
常
な
勢
で
追
跡
し
､
小
銃
の
着
弾
距
離
に
在

っ
た
聖

堂
内
で
追
付
き
､
こ
れ
を
斬

っ
て
両
人
と
も
に
倒
れ
た
が
､
死
に
瀕
し

て
告
白
を
な
し
へ
互
に
罪
を
宥
し
､
悔
悟
の
意
を
表
し
て
救
は
れ
る
兆

を
示
し
た
｡
こ
の
騒
を
聞
い
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
及
び
日
本
人
等
が
武
器

を
執

っ
て
駈
け
つ
け
､
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
住
院
に
入
っ
た
の
で
､
パ

ド
レ
は
破
壊
を
防
ぐ
た
め
､
直
に
戸
を
悉
-
閉
づ
る
こ
と
を
命
じ
た
｡

ら
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
り
､
日
本
中
世
史
の
中

へ
の
西
欧
中
世
の
発
見
は
､

こ
れ
ま
で
封
建
制
や
領
主
制
の
日
欧
比
較
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

き
た
が
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
が
直
接
日
本
社
会
に
再
現
さ
れ
た
長
崎

に
お
け
る

｢神
の
平
和
｣

と
い
う
事
実
も
ま
た
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
な
お
長
崎
に
お
け
る

｢神
の
平
和
｣

と

｢秀
吉
の
平
和
｣

の
交

差
点
に

｢
バ
テ
レ
ン
追
放
令
｣

を
挙
げ
る
と
し
て
も
､
両
者
の
関
係
を

よ
り

一
層
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
今
後
の
私
の
課
題
で
あ
る
｡

(あ
ん
の

･
ま
さ
き
/
弘
前
大
学
教
授
)

外
に
は
多
数
の
日
本
人
が
集
り
へ
そ
の
中
に
は
最
初
に
傷
を
受
け
た
者

の
兄
弟

1
人
と
多
数
の
親
戚
及
び
友
人
が
い
た
｡
こ
の
人
達
は
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
が
カ
ザ
内
で
そ
の
兄
弟
を
殺
し
た
と
聞
い
て
非
常
に
憤
り
､
戸

を
開
け
よ
と
叫
ん
だ
｡
騒
擾
が
大
き
-
な
り
､
彼
等
が
激
昂
の
余
り
暴

力
を
用
ひ
て
侵
入
し
へ
か
-
の
如
き
場
合
に
通
常
で
あ
る
や
う
に
､
大

な
る
不
幸
の
起
ら
ん
こ
と
を
懸
念
し
､
バ
ー
ド
レ
は
事
の
顛
末
を
詳
に

語
ら
せ
た
｡
事
件
の
確
実
な
る
始
末
を
聞
い
て
彼
等
は
全
-
鎮

っ
た
が
へ

聖
堂
は
荒
さ
れ
'
強
い
て
侵
入
せ
ん
と
し
て
不
敬
を
行

っ
た
こ
と
が
､

貿
易
時
期
に
し
て
'
異
教
の
商
人
等
が
日
本
の
各
国
か
ら
来
集
し
た
際

で
あ
っ
た
た
め
､
ビ
ジ
タ
ド
ー
ル
は
こ
の
こ
と
を
重
大
視
し
､
キ
リ
シ

タ
ン
な
ら
び
に
異
教
徒
等
に
聖
堂
を
尊
敬
す
べ
き
こ
と
を
覚
ら
せ
る
必

要
を
感
じ
た
｡
そ
こ
で
､
同
夜
長
崎
の
キ
リ
シ
タ
ン
中
最
も
身
分
高
-



Do Anno M.DJxxxij lib.I_
m:lnc!.indo tirar dJ igreja o reta
boh,3l os ornamentos d"s altares
dcix andoos <l todos mui confufas.
E pofio que o padre entenJia [er
Cal: c:do acciJ.-:ncal em que elles
tinh.1õ pouca culpa,todJuia impor
tJ muito ndia noua Chriílanddde
fazcrlhcs femir; & entender a gr2 .
ueZJ de fcmelhantes foccdfos.Sa
beodo polia menhá os pril1cipaes
do lugar o Gue o padre pa(fara á
noite com aquc1Ie Chriílão, t:l fUI
repcminl ida veodo a igreja {cm re
tabolo,& rem ornam c:nros,{o I e de
femparada,rJi tamanho o fcu fen·
rimemo que indo ter com o padre
que ahi ficara {e oftercceraó a. to
dJ ól íatisfJç:io,quc quifdfem dd
Ies,& pl)rque fe algú3 culpa ouue
oe((" caro fe podiJ att.ibuir ao ir
mio,& parentes do morei), & aos
moradores da rU3fUa aceitaraó,q
tQes todos folÍem l,)go deClcrra.·
dqs rem lht'5 ficar molh~r, nem me'
itíno no diro lugJr,o que logo!c e..
'%ecurou fic10do todo o lugtr cfpá
·tado. & :lcemllrizado, dizendo os
gentios m1t3l1ilhas do grande ref
peico,& ac:atamento l}IIC cmendi
á<:> deuerfc ter áigreja. Depois dif
to alímparaó, & rcnou:J.a::> toda %
igr~ja,fazendolhe nouo pauimen
to, & efteirandoa de nouo como
collum~1l cm l3paó.Hlo feito mail
daraó ernbaixadclres ao padre Vi·
fitador que dlau:I em Ari.na, pe..
dindolhe perdaó, & off'erece-nJo(e·
a toda a mais fatisfaç.io que quifef
~em,perfque -mádatre que na igre
Ja torriaífem ti dizer mHr.. como dã:o
tes.O padre os detpachou mollrá
do efiar algú tanto fatisf~ito,mas
CiJI1'C o caCo fora ÇíliD graue, quer"

nio podil fazer o qu~ pedião are:
rUe." r·')rnar a N<lngaçãqui com o pI.
dri: Vice Prouincial. Pafrados quin
7.e di;ls tornQU o padre,c51 dt'termi.
mndo defeiluiolar a igrejl, orde
nnú que Ic fizelfe hÚl procHfló
mui foLne corn todos os f'adrc:s,c:
irm50s qu eali efrauão,à qual coo
correo infil1idade de gente:. Acaba
d.l a pr.ocilftó fc lhes pregou decl~

raodolli~s C1 grande rc:fpcitf) que à
igrejl fc deliC' tt"r,& como ficou via
1"& da dernmando(e nelIa fangllc
hU'l1ario. D~pois tudos os princip&
es d:3 lugar tlzeraó publicamente
jllramC'ritO folene de ter rrueren
(ia à igreja,g3td mdoIhe- dahipor
di<mt~ rUl itnunjd;ld~, & li~erda

des pera ti)d~s csque a dIa fe aco
lhdr~ln,&ql defenJerião de qUJI.
quer pdfu.1 q'Je lht:' q ~ifc:re fazer,
vi.JIellcia a eHlllU ;l.()S padres.lQa
fe iro o p.drr 4 tornou a benzer có
a f'.>I~niJ lJc can[J.rdo mi!Ta fole.
n:",com r.1t1t~ c:di~fica~áo dos Iap5:
es,& PÓHug\Jd~5;que muitos dd
les chomuio com deuaç:io, dizen.
di.) qui o graod.:. fora o proucito,&
{.uito qUI: ddle C3(O fe tir.tra, pois
os fizera entr:ir (m fi,JanJograps
a Golfo S~nhor por fe acharem pre
[entes a efie: a.éb~ O' pldre perdo
ou IOg,l a todos os d,~aC'rrados,fa
zendoos torriar pera fuas cafas; to
rna'1do primc:iro· 0$ homês' todos
hÚJ difcipliAf publica na íg·reja có
o m~{mo ju.amcnrl) , & pedindo
perdão 3. todos, 5: finalmente â rar.
d~ feffejaraó rodos com gr3ndt· a.
legria a rornada d'l padre, &l o be
o~ficioque lhes nzera concedendo·
lhes dfe perdaó.. ,. . ~
-I Na c;aCa,& rcfideQcia de Võmú'-

ràouucra"



Cartas de Japão
~nitJr2õ,& o fruito que Cc: faz em
conuer[o~s)& caros particulares:
pois dos COfiUllU:S dos Iapões tam
contrarios aos norfos, & de cfiar
mos cm terra nou2, & entre gente
um ignorante das COUf3S de nolfa
lci,hem Ce pode entender quaã fre
quentemente pofTaõ acontecer ta
105 de muita edifficafão, & dpan-
to.
~N efl:e lug1r :1 conteceo, que efi:i
do bUm Portugues, & hum mo~o

Iapaõ,cnjo pai lhe matara outro la
paó, que era hum dos príncipaes
deí1:e: lUlar.defejando o moço via·
garle,& vendo que oounoera de
grande esfor~o,&poder,tomãdoo
de:fcuidado o atraudfou de: parte
aparte com hum punhal,& logo Cc
acolheoá igrej3. O ferido o kguio
com grande:animo; indo ap~$ elle
comj hÚ3 eCpada nua na mão ate a
igrea,q ue: efiaria dahi a hum tiro
de crpingarda,& ndla o alcanfou,
& ferio de maneira quC' cariraó am
bos quaft mortoS, ainda-que tiue
raó ~ te:mpo, pera Cc. confe:!far , &
perdoar hum ao outro ,acabando a
vida com muitos finaes de ('ODtri·
fão, & indícios de fe: (aluarem. A
cftc rcboli~o acodiraó os POrtU
gue:fcs, & os Iapóes com fuu ar
m3s)&os PottLJguef~s ent'raraõ em
noffacafa,mandou logo o padre fc
char as portas por nã.o 2Uer algum
dekoncerto,ou ddmancho: da hã
da de fora te ajunrou -grande muiti
dá' o de Iapães, entre'os quacs vi
nha hum irmão do primdroierido
com muitos parentes,&amigos,os
qua~smui remidos por lhe diuré,
que-drDtro ~m naifa cara o mata·
"IÕ 0$ Ponueuefcs,hraclauáQ que

lheabriífem1$ portas. Poiscomo
o rcbolifo fo{fe gnnde,& tllC5 CÓ

.graode matinad~, 6{ funa pareci.!
-quererem entrar por força, donde
fe feguira algú mal grande, corno
(oíluma acontecer em {emei:!an
rescaros;deu{clhcs rel.Ío do li par
faua,& fabendo a certeza do C3rO

Ie quittou tudo,mas porque a igr~

;1 ficaua Niolada, & polo dclàC<it()
queine fizeraõ em querqem en..
tr~r neUa por forp, principalme~
te' acont'Ccendo iO:o 04> tempo 4à
feirJ,oa de concorrem os mercad()
fés gentios de diuerlos reinos de
Iapaõ,p.are1:eo.aopadre Vi6tador
qfe d~uia fazer mais cafo da cou~

fa,pc:ra que encenddK-Q1 ()s Chrif
rãos~&gemios o aca.tam,çnto, qlt~

à igreja le delJc ter:.:Pclio quelog()
;i'noite mandou ch3IBar hum Chli
não dosrnais honrado5, ~ vinua
ros de· Nangaçàqui, & em br,euts
lu1aur:l5 COID muito fenomenr"
lhe dcua.e:nteoduquaó grande f~

t:3 odefa.cato qlti:.. igr-eja (e fiz~r.a

dizendolhe qUC:'cftaua- cm a man..
dar.desfazer,&~ôlla por. temi, &:
que o que mais lt~ntia daqui era-4
t.éndo cUe: tant003mOf' aos C-Ildf.
tEos de-Iapaõ, &dc(~jl1nc:;o de: f.a~
%1:[ myitopor clli=s,cHc.:s:pdlo coa
trario -ce{fcm riEm m,10- e::cmplo
<:left aos portugudCi, &. g-entios~(J
:i li fe acharaó cenHa} ÍlroUCff'nçja
2 igrej.a~peUo qu-e:quaQ.4oos Chli
fUosd~ BÚDgo~&:os:deMiàco.
foubC{rem,6caria~per.a~com _dIe$
perdend& tua hODr~:.'l'f ft'u cr~dit9

l5l. que pois elles.ct.'lõ:ucJ,elle não
cftaria mais nemhurn 10" dia. etft
flasuiTas, mas·que- ao 9u.tre dia
poJaJDcrahã fe parte:~~ per~ AÂm~

maDdand~

l
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有
徳
な
る
人
を
招
い
て
､
言
葉
少
-
聖
堂
に
対
し
て
行
は
れ
た
不
敬
の

甚
大
な
る
こ
と
を
語
り
､
こ
れ
を
破
壊
し
て
地
に
委
す
る
こ
と
を
命
ず

る
意
向
を
伝

へ
､
ま
た
殊
に
遺
憾
と
す
る
は
､
バ
ー
ド
レ
が
日
本
の
キ

リ
シ
タ
ン
を
愛
し
､
そ
の
た
め
に
多
-
な
さ
ん
と
欲
す
る
に
か
か
は
ら

ず
､
彼
等
が
聖
堂
に
対
し
て
か
-
の
如
き
不
敬
を
行
ひ
､
同
地
の
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
及
び
異
教
徒
に
そ
の
短
所
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
も
し
豊

後
及
び
都
の
キ
リ
シ
タ
ン
等
が
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
な
ら
ば
､
彼
等
に

対
す
る
信
用
と
尊
敬
を
失
ふ
で
あ
ら
う
と
述
べ
､
彼
等
が
か
く
の
如
き

者
で
あ
る
以
上
､
彼
は

1
日
も
こ
の
地
に
居
る
こ
と
を
欲
せ
ず
､
早
朝

出
発
し
て
有
馬
に
赴
き
､
祭
壇
の
木
彫
の
画
像
と
装
飾
を
聖
堂
よ
り
持

出
す
で
あ
ら
う
と
言
っ
た
｡
バ
ー
ド
レ
は
こ
の
突
発
事
件
に
関
し
て
彼

等
の
責
任
が
少
か
っ
た
こ
と
は
認
め
て
ゐ
た
が
､
こ
の
新
し
い
キ
リ
シ

タ
ン
教
会
に
か
く
の
如
き
事
件
の
重
大
で
あ
る
こ
と
を
覚

っ
て
遺
憾
と

思
は
せ
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る
｡
市
の
重
立
っ
た
人
達
は
翌
朝
に

な
っ
て
､
バ
ー
ド
レ
が
か
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
語
っ
た
こ
と
を
聞
き
､
彼

が
忽
ち
去
り
､
聖
堂
は
画
像
及
び
装
飾
を
取
除
か
れ
､
こ
れ
を
護
る
者

も
な
-
な
る
こ
と
を
知

っ
て
非
常
に
悲
し
み
､
バ
ー

ド
レ
の
も
と
に
行

っ
て
同
所
に
留
ら
ん
こ
と
を
請
ひ
､
如
何
な
る
原
罪
も
命
令
に
応
ず
る

旨
を
述
べ
た
｡
而
し
て
こ
の
こ
と
に
つ
き
責
任
者
あ
り
と
す
れ
ば
､
死

者
の
兄
弟
及
び
親
戚
な
ら
び
に
同
じ
街
の
居
住
者
で
あ
る
と
考

へ
､
直

に
彼
等

一
同
を
市
よ
り
追
放
し
､
妻
子
も
市
内
に
留
め
ざ
る
こ
と
と
し

た
｡
異
教
徒
等
は
こ
れ
を
見
て
聖
堂
の
大
い
に
尊
敬
す
べ
き
こ
と
を
覚

り
､
市
の
人
は
皆
非
常
に
驚
き
且
怖
れ
た
｡
つ
ぎ
に
聖
堂
を
清
掃
修
繕

し
､
床
を
新
に
し
､
日
本
の
習
慣
に
よ
り
塵
を
取
換

へ
た
｡
こ
の
こ
と

を
終

っ
て
有
馬
滞
在
中
の
ビ
ジ
タ
ド
ー
ル
の
も
と
に
使
者
を
出
し
て
宥

を
請
ひ
､
こ
の
上
の
贋
罪
を
も
な
す
べ
L
と
申
出
で
､
従
前
ど
は
り
聖

堂
に
お
い
て
ミ
サ
を
行
は
し
め
ん
こ
と
を
願
っ
た
｡
バ
ー
ド
レ
は
少
し

-
満
足
せ
る
こ
と
を
示
し
て
彼
等
を
帰
ら
せ
た
が
､
事
は
非
常
に
重
大

な
る
を
も
っ
て
､
彼
が
準
管
区
長
と
共
に
長
崎
に
帰
る
ま
で
は
そ
の
希

望
に
応
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
っ
た
｡
十
五
日
を
経
過
し
て

バ
ー
ド
レ
は
長
崎
に
帰
り
､
同
所
に
ゐ
た
バ
ー
ド
レ
及
び
イ
ル
マ
ン
一

同
荘
厳
な
る
行
進

P
r
oc
is
s
a
o

を
行
ひ
､
無
数
の
人
が
こ
れ
に
参
加
し

た
｡
行
進
が
終

っ
て
説
教
を
な
し
､
聖
堂
を
大
い
に
尊
敬
す
べ
き
こ
と

を
説
き
､
人
間
の
血
を
流
し
た
た
め
に
聖
堂
が
汚
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ

た
｡
終

っ
て
市
の
重
立

っ
た
者

1
同
が
聖
堂
を
尊
敬
し
､
今
後
聖
堂
に

逃
げ
込
ん
だ
者
の
自
由
と
特
権
を
尊
重
し
､
暴
行
者
に
対
し
て
聖
堂
及

び
バ
ー
ド
レ
等
を
守
護
す
べ
き
こ
と
を
公
に
誓
っ
た
｡
つ
い
で
バ
ー
ド

レ
は
荘
厳
な
る
ミ
サ
を
歌
ひ
､
聖
堂
を
祝
福
し
､
日
本
人
及
び
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
皆
大
い
に
感
激
し
､
多
数
の
人
は
信
心
の
涙
を
流
し
､
こ
の
事

件
に
よ
っ
て
彼
等
が
得
た
利
益
は
多
大
で
あ
っ
た
と
語
り
､
こ
の
式
に

列
す
る
を
得
た
る
こ
と
に
つ
き
我
等
の
主
に
感
謝
し
た
｡
バ
ー
ド
レ
は

つ
ぎ
に
追
放
さ
れ
た
者
を
悉
-
赦
し
て
そ
の
家
に
帰
ら
せ
た
が
､
男
子

は
ま
ず
聖
堂
に
お
い
て
公
に
デ
シ
ピ
リ
ナ
を
行
ひ
､
前
と
同
じ
宣
誓
を

な
し
､
諸
人
の
赦
を
請
う
た
｡
午
後
に
は

一
同
バ
ー

ド
レ
の
帰
還
を
喜
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ん
で
大
い
に
祝
し
､
彼
等
を
赦
し
た
恩
を
謝
し
た
｡

大
村
の
カ
ザ
と
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
の
管
轄
地
区
と
町
村
の
数
は
長
崎
に

劣
ら
な
い
の
で
､
バ
ー
ド
レ
三
人
を
置
-
必
要
あ
れ
ど
も
､
現
在
は
人

員
欠
乏
の
た
め
バ
ー
ド
レ
二
人
と
イ
ル
マ
ン
二
人
が
駐
在
し
､
必
要
な

る
数
は
シ
ナ
か
ら
来
り
､
ま
た
ノ
ビ
シ
ャ
ド
を
出
る
を
待

っ
て
補
充
せ

ん
と
し
て
ゐ
る
｡
こ
の
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
管
内
の
町
々
に
新
た
に
五
､
六

カ
所
聖
堂
を
建
築
し
た
｡
ド
ン
･
ベ
ル
ト
ラ
メ
ウ
は
ビ
ジ
タ
ド
ー
ル
を

都
よ
り
の
帰
途
に
迎

へ
て
盛
大
な
る
祝
宴
を
開
き
､
訪
問
の
た
め
二
回

長
崎
に
来
た
｡
ビ
ジ
タ
ド
ー
ル
は
ド
ン
･
ベ
ル
ト
ラ
メ
ウ
な
ら
び
に
重

立

っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
等
の
請
に
任
せ
､
降
誕
祭
(
㍑

㌍

欝

缶

告

f

朋
旺
)
に
は
大
村
に
行
き
､
甚
だ
荘
厳
に
祝
を
行

っ
た
が
､
例
の
と
は
り

演
劇
の
催
し
も
あ
っ
た
｡
ド
ン
･
ベ
ル
ト
ラ
メ
ウ
や
同
バ
ー
ド
レ
を
歓

迎
し
た
こ
と
､
ま
た
日
本
の
大
身
達
が
そ
の
領
地
に
お
い
て
彼
を
歓
迎

し
た
こ
と
は
諸
人
の
熟
知
し
て
ゐ
る
し
三

ろ
で
あ
る
故
､
こ
こ
に
述
べ

ず
､
こ
れ
が
通
常
の
歓
待
で
あ
り
､
各
地
に
お
い
て
彼
に
対
し
て
親
愛

を
示
し
ま
た
彼
を
大
い
に
尊
敬
し
､
常
に
訪
問
せ
る
こ
と
を
記
す
に
止

め
る
｡
当
地
方
に
お
い
て
異
教
徒
約
四
百
人
に
洗
礼
を
授
け
た
が
､
土

着
の
人
は
苦
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
て
､
彼
等
は
他
の
地
方
か
ら
来
た
者

で
あ
る
｡


