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昭
和
四
年
に
鐡
砲
傳
來
老
瀞
和
し
た
際
、
天
正
以
前
の
繊
砲
に
開
す
る
文
献
に
つ
い
て
吟
味
し
よ
う
と
思
っ
た
。
し
か
し

常
時
は
専
ら
李
朝
蜜
鋒
の
記
事
と
、
迩
物
及
び
遺
物
に
關
聯
し
た
文
書
の
み
を
主
と
し
て
老
へ
た
の
で
あ
っ
て
、
昭
和
四
年

以
後
折
に
ふ
れ
て
發
見
し
た
繊
砲
に
開
す
る
古
い
史
料
に
稔
討
を
加
へ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
今
と
ｋ
に
そ
れ
等
の
史
料

の
中
、
興
味
あ
る
も
の
を
操
ん
で
、
織
砲
仰
來
に
開
す
る
輝
來
の
懸
読
を
少
し
な
り
と
哨
誰
化
し
・
且
つ
永
職
天
正
の
頃
に

於
け
る
そ
の
普
及
の
跡
を
老
へ
て
見
る
。

（
一
）
鐵
砲
の
名
稻
に
つ
い
て

座
塚
物
語
の
奥
書
に
「
本
文
に
い
は
く
、
天
文
廿
一
年
十
一
月
日
」
と
あ
り
（
史
籍
集
篭
本
）
そ
の
内
容
、
文
章
等
よ

り
老
ふ
る
に
、
本
書
は
天
文
の
末
幽
の
人
の
喋
記
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
本
書
の
一
節
に
左
の
如
く
あ
り
。

同
公
妙
法
院
江
御
招
諸
事

（
前
略
）
い
か
づ
ち
と
云
事
‐
さ
ま
人
～
の
説
お
ぼ
く
、
一
決
い
た
し
が
た
き
よ
し
に
侍
る
。
（
中
略
）
砺
艸
は
い
づ
れ
の

鐡
砲
の
仰
來
と
其
の
普
政
九
三

鐵
砲
の
傳
來
さ
其
の
普
及

長
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鐡
砲
の
偲
来
と
其
の
普
及
九
四

柵
に
は
じ
ま
り
、
稻
光
は
東
王
公
が
所
爲
な
り
、
あ
る
ひ
は
佛
家
に
さ
ま
人
、
の
説
発
立
、
叉
あ
る
ひ
は
中
天
に
け
だ
物

あ
り
て
、
陽
火
に
お
ど
ろ
き
お
つ
る
と
云
々
か
く
の
ご
と
く
さ
ま
人
、
の
説
あ
り
、
畢
党
い
づ
れ
に
て
も
あ
れ
、
麓
は

火
な
り
．
お
ち
た
る
所
を
み
れ
ど
、
ち
や
う
ち
ん
鞠
の
勢
な
る
火
の
，
こ
ろ
び
は
し
ろ
の
み
に
て
外
は
み
え
ず
、
唯
く
ら

き
計
也
、
そ
の
う
へ
天
地
自
然
の
猛
火
な
れ
ば
、
ゑ
ん
せ
う
の
薫
り
の
ご
と
く
し
て
、
こ
け
た
ろ
物
の
に
ほ
ひ
な
り
、
陽

火
た
か
ぶ
り
て
、
水
す
く
な
き
ゆ
へ
に
、
共
平
を
得
ず
し
て
鴫
る
、
鴫
る
時
に
中
天
の
け
だ
も
の
、
を
ど
ろ
き
て
雲
間
よ

り
ふ
み
は
づ
し
、
お
ち
た
る
と
み
え
た
り
（
下
略
）

こ
上
に
「
ゑ
ん
せ
う
」
と
あ
る
の
は
火
薬
の
焔
硝
な
る
べ
く
「
ち
ゃ
う
ち
ん
」
は
提
灯
な
る
べ
く
「
ち
や
う
ち
ん
鞠
」
は
提

灯
の
如
き
火
ノ
玉
の
意
な
る
べ
く
、
雷
火
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
火
ノ
王
と
い
ひ
、
焔
硝
と
い
ひ
、
互
ひ
に
辿
想
さ

せ
て
ゐ
る
も
の
上
如
く
に
恩
は
れ
る
。
こ
の
文
に
参
考
し
て
見
た
い
こ
と
が
あ
る
。

天
文
十
六
年
に
造
明
船
は
十
年
一
貢
の
時
期
に
先
だ
っ
て
準
波
に
入
港
し
た
Ｏ
明
は
そ
の
期
に
あ
ら
ざ
る
故
を
以
て
、
我

が
進
貢
船
に
對
し
、
一
度
日
本
に
引
き
迷
し
、
翌
天
文
十
七
年
を
以
て
、
改
め
て
來
航
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
一
行
の
上
陸

を
肯
か
な
か
っ
た
。
我
が
使
節
は
止
む
を
得
ず
し
て
、
定
海
附
近
の
烏
喚
に
似
泊
し
、
船
を
か
こ
っ
て
其
の
年
を
送
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
假
狛
中
、
賊
船
の
襲
禦
に
術
へ
る
の
に
和
當
苦
労
し
た
ら
し
い
。
大
明
譜
は
こ
の
時
の
進
貢
船
の
動
靜
を

記
録
し
た
も
の
で
、
最
も
信
を
措
く
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
節
に
次
の
如
く
あ
る
。

（
前
略
）

一
、
六
月
一
日
に
四
股
共
に
定
海
入
、
侭
十
年
一
貢
新
法
度
之
俄
を
堅
從
二
大
人
一
巾
渡
也
、
黙
共
爲
二
日
人
愁
訴
一
定
海
に



麦
に
「
う
ち
ま
り
」
と
あ
る
は
雌
鞠
で
あ
ら
う
か
。
而
し
て
仮
泊
せ
る
島
喚
の
頂
上
に
恭
所
を
定
め
て
、
賊
船
を
斥
け
ん

ウ
ナ
マ
リ

が
爲
に
、
三
日
に
あ
け
ず
雌
鞠
溌
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
上
に
紹
介
す
る
剛
記
録
を
併
は
せ
老
へ
る
に
、
此
れ
に
盤
鞠

と
い
ひ
，
彼
れ
に
提
灯
鞠
と
い
ふ
、
同
じ
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
焔
納
即
ち
火
薬
と
關
聯
し
た
も
の
で
、

薄
雷
に
も
群
へ
ら
れ
る
や
う
な
猛
烈
な
勢
ひ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
忠
は
れ
る
。
信
長
公
記
に
天
正
四
年
、
毛
利
氏
の
水
軍
と

縦
田
氏
の
水
車
と
が
、
大
坂
湾
頭
に
於
い
て
合
戦
し
た
際
、
毛
利
方
は
「
ほ
う
ろ
く
火
矢
な
ど
と
い
ふ
物
こ
し
ら
へ
」
て
織

田
氏
の
水
車
彰
焚
い
た
と
あ
る
。
「
ほ
う
ろ
く
」
は
地
雌
な
る
べ
く
、
武
家
式
Ｈ
抄
引
く
輔
袖
家
忠
日
記
、
安
土
日
記
に
「
ホ

ウ
ロ
ク
火
矢
」
あ
り
，
珍
ら
し
き
も
の
上
如
く
に
老
へ
た
や
う
に
は
見
え
な
い
が
、
信
長
公
記
は
珍
火
器
な
る
が
如
く
に
記

し
て
ゐ
る
。
地
雌
．
峨
鞠
．
提
灯
鞠
は
同
純
知
の
も
の
で
あ
っ
た
と
忠
ふ
。
俗
語
に
物
ぞ
煎
る
時
に
川
ひ
る
素
焼
の
土
器
を

ホ
ウ
ロ
ク
と
い
ふ
。
こ
れ
は
焔
略
か
ら
来
た
の
で
あ
ら
う
か
。
然
る
に
祁
岡
地
方
で
は
火
消
壷
を
ホ
ウ
ロ
ク
と
い
ふ
。
こ
れ

は
地
峡
火
矢
か
ら
来
た
の
で
あ
ら
う
か
。
而
し
て
こ
れ
等
が
鐡
砲
な
り
や
否
や
は
遮
か
に
判
断
し
難
い
が
、
進
貢
船
が
似
泊

せ
る
砧
の
頂
上
か
ら
毎
日
の
や
ら
に
喋
っ
た
縦
軸
は
、
爆
音
も
作
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
詔
は
図
今
日
い
ふ
威
嚇
他
雛
．
で
あ

っ
た
か
と
瓶
像
さ
れ
る
。
而
し
て
燦
菅
は
發
他
の
昔
か
、
或
は
鞠
が
破
裂
す
る
音
か
そ
れ
と
も
剛
考
の
爆
音
が
今
日
の
花
火

鯉
砲
の
傳
来
と
典
の
普
及
九
五

洲
日
御
逗
留
之
、
い
づ
れ
も
愁
訴
不
し
叶
也
．
さ
れ
ど
も
米
蝿
薪
等
各
魚
昇
之
也
、
七
月
二
日
に
定
海
出
之
、
鵜
山
と

云
島
に
御
船
御
剛
候
、
各
糞
陣
屋
を
誘
也
、

一
℃
ぞ
く
せ
ん
の
川
心
無
二
油
断
一
、
日
夜
う
へ
の
た
か
み
に
ば
ん
や
を
こ
し
ら
へ
、
三
日
に
あ
け
ず
、
う
ち
ま
り
の
こ
と

被
二
仰
付
一
候
也
（
下
略
）

■
Ⅱ
Ⅱ
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者
の
關
係
か
ら
種
子
島
氏
が
近
術
家
を
介
し
て
火
薬
を
將
軍
に
献
上
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
然
る
に
本
能
寺
文
書
（
京
都
）

位
の
事
に
開
し
て
、
雨
考
の
間
に
往
来
が
あ
り
、
近
衛
祁
家
の
文
書
が
薩
燕
齊
記
の
諸
所
に
散
見
し
て
ゐ
る
。
島
津
近
衛
叩

こ
の
火
薬
の
授
父
に
菰
家
が
關
係
し
て
ゐ
る
の
は
、
島
湫
氏
‐
亡
近
衛
家
と
は
平
安
時
代
以
來
莊
悶
關
係
が
あ
り
、
本
家
領
家

が
、
種
子
島
文
書
に
あ
り
、
同
家
譜
は
こ
れ
を
天
文
十
八
年
の
條
に
載
せ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
衝
老
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

鐡
砲
の
傳
來
と
其
の
普
及
九
六

の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
か
、
無
論
明
か
で
な
い
。
叉
火
薬
で
發
射
し
た
と
云
っ
て
も
余
脇
製
の
術
か
木
製
の
術
か
、
或
は
竹

筒
か
、
そ
れ
も
分
明
で
な
い
。
併
し
と
に
か
く
郷
を
雅
射
す
る
装
世
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
ひ
あ
容
れ
な
い
。
そ
し
て
火
薬
も

用
ひ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
弾
に
川
ひ
ら
れ
た
だ
け
で
、
王
を
發
す
る
に
も
川
ひ
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
も
分
明
で
な
い
。

而
し
て
時
は
正
に
天
文
十
六
年
で
あ
っ
て
、
諏
子
烏
仲
來
の
十
二
年
ぞ
降
る
こ
と
縦
か
座
一
両
年
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
火

器
は
師
子
烏
傅
來
の
繊
他
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
師
子
鳥
銑
と
關
係
な
し
に
或
る
繩
の
織
砲
の
如
き
も
の
が
、

の
中
に
次
の
如
き
一
通
が
あ
る
。

の
關
係
が
亡
ん
だ
常
時
に
於
て
も
、
塒
諏
の
關
係
が
つ
画
い
て
ゐ
た
も
の
と
見
え
、
天
文
年
中
に
至
っ
て
も
、
歌
の
事
や
叙

既
に
天
文
十
二
年
以
前
か
ら
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
上
記
の
史
料
に
擁
っ
て
肯
定
さ
れ
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

津
修
理
進
、
可
レ
申
候
、
恐
糞
誰
言

自
二
種
子
嶋
一
織
放
馳
走
候
而
、
此
方
へ
到
來
、
誠
令
二
帆
嘉
一
候
、
彼
嶋
へ
も
以
二
書
札
一
巾
候
、
可
レ
有
二
御
屈
一
候
、
瀬
島

（
二
）
薩
隅
人
の
鐵
砲
に
對
す
る
關
心

種
子
島
氏
が
南
鐙
人
傳
來
の
火
藥
李
午
塒
軍
家
に
献
上
し
、
近
衛
加
家
が
將
躯
の
内
書
に
添

へ
て
種
子
島
氏
に
宛
て
た
澱
状

I



四
月
十
八
日

晴
元
（
花
押
）

本
能
寺

鐡
砲
よ
り
先
き
に
火
薬
を
献
上
し
た
と
は
老
へ
ら
れ
な
い
か
ら
、
火
薬
の
献
上
が
天
文
十
八
年
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
織

砲
の
献
上
は
其
の
以
前
の
こ
と
で
あ
ら
弓
か
。
決
し
て
同
時
と
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
雨
史
料
卒
稔
討
し
て
も
、
雨
事
件

が
相
關
聯
し
て
ゐ
る
や
弓
に
は
老
へ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
本
能
寺
が
其
の
媒
介
を
な
し
て
ゐ
る
の
は
如
何
な
る

わ
け
で
あ
ｂ
ら
か
。
恩
ふ
に
和
子
島
に
は
之
れ
よ
り
先
、
、
韮
宗
の
布
教
が
比
較
的
早
く
か
ら
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
種

子
島
文
書
の
中
に
其
の
證
あ
り
、
左
様
な
關
係
に
依
っ
て
本
能
寺
が
稗
仙
に
對
す
る
極
子
馬
銃
献
納
の
媒
介
ぞ
な
し
た
も
の

で
あ
ら
う
。
而
し
て
火
薬
の
献
上
は
随
分
重
大
脱
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
繊
砲
は
伽
侶
に
託
し
て
之
れ
ぞ
管
仙
に
献
上
さ
れ
て
ゐ

る
。
こ
れ
繊
砲
は
さ
ま
で
珍
奇
な
も
の
と
し
て
老
へ
ら
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
が
鱒
で
は
な
か
ら
う
か
。

初
め
て
諏
子
島
に
繊
砲
が
傳
來
す
る
や
、
必
ず
川
氏
は
こ
れ
を
極
秘
に
附
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
識
砲
記
に
あ
る
様
に
、

た
や
す
く
こ
れ
ぞ
旅
人
に
仲
授
し
た
と
は
恩
へ
な
い
。
そ
れ
は
後
だ
の
例
を
考
へ
て
も
推
定
川
來
ろ
の
で
あ
る
。

士
蒋
古
文
推
所
収
土
佐
脊
川
郡
束
諸
木
村
庄
屋
堀
内
市
之
進
所
減
文
替
と
い
ふ
も
の
に
、
次
の
如
き
丈
杏
が
あ
一
わ
。
参
考

と
し
て
と
上
に
引
川
す
る
。

諏
鴫
筒
義
、
家
中
衆
へ
は
、
い
か
ぼ
ど
に
て
も
、
挑
次
節
は
り
い
た
す
べ
し
、
他
幽
衆
へ
は
、
一
切
ち
ゃ
う
じ
た
る
ぺ
し
、

も
し
所
望
族
於
ｖ
有
し
之
者
、
川
可
レ
途
二
言
上
一
、
隆
将
仕
い
だ
し
候
新
、
忽
く
ぴ
を
き
る
べ
き
も
の
也

慶
長
川
年
洲
三
月
十
三
日
元
親
（
花
押
）

鐡
砲
の
傳
來
と
典
の
普
及
九
七

卓
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鐡
砲
の
傳
來
と
其
の
番
及
九
八

器
村赤

田
五
郎
兵
へ

こ
の
種
子
島
筒
は
長
曾
我
部
氏
に
於
て
、
特
別
工
夫
改
良
さ
れ
た
秘
特
励
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
其
の
以
前
に

於
て
は
原
始
趣
子
島
銃
で
あ
一
っ
て
も
、
随
分
亜
蛮
脱
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
偉
授
は
随
分
厳
重
で
あ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

誠
子
烏
氏
が
こ
れ
を
倒
外
迩
方
の
者
に
体
授
す
る
以
前
に
於
て
、
必
ず
こ
れ
を
島
津
氏
に
鱒
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

で
あ
ら
う
。
朧
藩
窪
記
ぞ
案
ず
る
に
、
硴
従
な
る
史
料
と
し
て
の
織
砲
の
記
鉾
の
初
見
は
、
瀬
戸
ロ
伊
豆
入
道
鉦
害
と
い
ふ

も
の
で
、

同
（
天
文
）
廿
二
年
閥
賑
月
十
三
日
に
お
ひ
の
町
を
ぞ
や
ぶ
り
け
る
、
同
八
幡
の
馬
場
に
て
合
戦
す
で
に
あ
り
け
る
に
、

人
數
に
叉
秀
安
は
其
合
戦
に
あ
ひ
け
り
、
共
の
日
の
人
衆
は
中
馬
善
左
術
門
殿
、
左
近
胸
朧
殿
、
諏
子
田
大
膳
売
丈
は
瀬

姿
几
力

尾
祁
兵
術
殿
、
先
〆
爪
か
く
の
ぶ
ん
、
其
時
に
秀
妾
は
左
の
ほ
う
に
鐡
砲
計
候
、
其
た
ん
て
き
を
あ
ん
す
る
に
、
是
け
ん

に
ん
の
と
く
な
ら
ん
（
下
略
）

と
あ
り
．
叉
砦
劔
合
戦
Ｒ
記
に
「
天
文
冊
三
年
九
川
十
二
月
西
之
刻
に
打
立
被
成
御
出
陣
之
次
第
」
と
い
ふ
段
、
十
四
日
の

條
に
「
典
厩
様
御
船
五
触
に
て
陸
近
く
被
二
抑
寄
一
、
繊
他
を
以
、
敵
汰
三
被
二
射
伏
一
、
頓
而
船
抑
御
蹄
候
」
と
あ
り
．
以
下

同
記
の
諸
所
に
見
え
て
ゐ
る
。
而
し
て
之
れ
等
の
記
録
は
鐡
砲
と
い
ふ
も
の
に
何
の
め
づ
ら
し
味
を
も
感
じ
て
ゐ
な
い
。
叉

印
記
録
は
鐡
砲
を
以
て
こ
れ
等
の
機
會
に
、
初
め
て
逆
遇
し
た
怖
る
べ
き
武
器
の
如
く
に
は
記
し
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
こ
の

以
前
に
は
鐡
砲
の
名
は
見
え
な
い
。
而
し
て
火
矢
が
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
顔
り
に
見
え
て
ゐ
る
。
當
時
は
鐡
砲
と
い
ふ



よ
り
は
、
よ
り
多
く
火
矢
と
孵
し
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
上
記
の
岩
劔
合
戦
日
記
に
も
鐵
砲
を
以
て
射
伏
せ
と
あ
っ

て
、
蝶
伏
せ
と
は
な
い
。
後
に
引
く
立
花
文
書
に
は
繊
砲
の
こ
と
を
手
火
矢
と
あ
る
。
種
子
島
氏
は
當
時
島
津
氏
配
下
の
一

豪
族
で
あ
っ
て
、
島
津
の
こ
れ
に
對
す
患
や
、
北
郷
．
樺
山
、
頴
娃
、
比
志
島
等
の
諸
氏
と
同
様
の
取
扱
ひ
を
し
て
ゐ
る
。

天
文
十
一
年
三
Ｈ
種
子
島
直
時
．
恵
時
父
子
が
手
側
し
、
島
津
貴
久
は
新
納
氏
に
命
じ
て
直
時
を
援
け
し
め
、
そ
の
後
父
子

和
睦
の
後
は
「
父
子
於
二
向
今
以
後
、
御
芳
恩
之
支
致
二
忘
却
一
間
敷
」
と
奪
っ
た
と
黄
久
公
記
に
見
え
て
ゐ
る
。
之
れ
等

の
閥
係
か
ら
老
へ
て
、
若
し
天
文
十
二
年
に
初
め
て
種
子
島
に
鐡
砲
が
体
來
し
た
と
す
れ
ば
、
種
子
烏
氏
か
そ
の
繊
砲
塀
島

津
氏
に
内
密
に
し
て
、
こ
れ
を
他
に
出
す
が
如
き
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
而
し
て
薩
隅
の
史
料
に
は
慶
長
の
織
地
記
の
外
、

天
文
十
二
年
傳
米
の
事
を
餘
り
重
要
事
件
と
し
て
注
意
し
な
か
っ
た
の
は
、
當
時
既
に
火
矢
と
云
っ
て
鐡
砲
が
知
ら
れ
て
ゐ

た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
三
）
火
藥
に
つ
い
て

繊
砲
献
上
及
び
火
藥
献
上
の
朋
文
杏
〃
見
る
に
、
火
薬
献
上
に
は
南
埜
人
体
来
の
製
法
で
あ
り
、
之
れ
を
秘
密
に
す
べ
き

こ
と
を
注
窓
し
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
繊
池
の
そ
れ
に
は
さ
う
し
た
注
意
は
少
し
も
桃
は
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
し
て
前
に
述
べ
た

通
り
、
彼
島
に
布
激
闘
係
で
往
來
し
た
日
蓮
家
の
坊
主
に
託
し
て
、
銃
を
杵
伽
に
献
上
し
て
ゐ
る
。
火
薬
の
献
上
は
將
軍
か

ら
島
津
氏
と
近
衞
氏
を
迦
じ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。
將
車
は
ま
づ
銃
を
得
、
そ
の
後
火
薬
の
秘
法
を
近
術
、
島
津
剛
氏
を
介
し

て
そ
の
傳
授
方
を
和
子
烏
氏
に
内
命
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

穫
考
に
於
て
詳
か
に
論
じ
た
通
り
、
常
時
の
火
薬
の
重
要
成
分
で
あ
っ
た
硫
黄
は
、
我
が
國
に
は
産
す
る
け
れ
ど
も
、
砺

鐡
砲
の
博
來
と
其
の
普
及
九
九

ｌ

ｌ

ｂ

０

１

１

１

１

０

４

Ⅱ

１

１

１

旧

旧

凹

『
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鐡
砲
の
傅
來
と
其
の
普
渉
一
○
○

石
は
我
が
剛
に
は
応
川
し
て
も
、
推
だ
小
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
木
老
の
最
後
に
附
錐
し
て
匿
い
た
兵
鋪
に
も
特
に
之
れ
を

指
摘
し
て
ゐ
る
。
燕
老
に
は
尾
迩
の
溌
谷
氏
が
天
正
、
交
藤
の
噸
に
、
支
那
か
ら
火
薬
お
輸
入
し
て
ゐ
る
と
と
ぞ
説
い
た
。

同
じ
砿
、
魑
井
鼓
矩
が
秀
吉
の
命
辛
奉
じ
、
耐
石
葬
遜
維
か
ら
輸
入
し
て
ゐ
た
こ
と
ぞ
示
す
多
胡
文
書
（
病
見
）
葬
左
に
引

用
す
る
。
つ
い
で
に
鉛
に
開
す
る
女
諜
を
も
あ
げ
て
世
く
、
鉛
の
事
は
後
に
言
及
す
る
。

（
端
出
略
ス
）

一
、
愛
元
罷
川
順
風
能
候
川
、
定
而
可
ｙ
鰯
ニ
ド
粁
一
と
存
候

一
、
上
様
御
注
文
に
て
巾
候
Ⅲ
、
和
訓
候
而
、
可
レ
致
二
肺
刺
一
候

一
、
御
織
地
〈
無
二
御
挑
一
候
事
（
次
の
一
術
條
中
略
）

一
・
し
や
む
ろ
に
噸
湘
稀
に
候
と
〈
存
候
へ
弊
、
禰
三
右
ヱ
門
御
諦
を
巾
候
而
、
園
候
而
上
ら
ん
と
巾
候
、
定
而
有
ｙ
之

物
に
Ｔ
候
間
、
僻
を
入
候
而
、
噸
消
一
二
千
斤
ほ
ど
、
か
ひ
可
ソ
巾
候
、
愛
元
ハ
ニ
百
六
十
目
一
斤
候
、
二
匁
五
分
ほ

ど
什
候
（
次
の
一
簡
條
中
略
）

一
、
上
噸
淌
〈
二
千
斤
成
共
、
可
し
被
二
巾
興
一
候
（
衣
の
八
怖
條
中
略
）

八
月
十
四
日
（
印
）

鍛
冷
尾
彌
右
衛
門
肘
殿

村
尾
十
兵
衛
殿

一
此
主
へ
如
二
書
付
一
か
ひ
物
、
ふ
ｙ
可
レ
有
二
油
断
｝
候
、
以
上

ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
－
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
小
仙
Ｌ
０
二
■
■
戸
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
１
１
１
１

裁
矩
（
花
押
）



思
ふ
に
鐡
砲
は
天
文
十
二
年
頃
に
は
既
に
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
が
，
そ
れ
は
火
矢
、
提
灯
鞠
、
う
ち
鞠
な
ど
稲
し
て
ゐ
た
の
で

あ
ら
う
。
そ
の
蒋
及
發
逵
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
は
、
火
薬
の
陳
料
た
る
ぺ
き
耐
石
が
乏
し
く
、
火
藥
の
製
造
が
困
難
で
あ

っ
た
が
爲
め
で
あ
ら
う
。
然
る
に
天
文
の
初
め
甑
小
銃
殊
に
種
ナ
島
が
傳
來
し
、
殊
に
火
薬
の
製
法
が
傅
へ
ら
れ
、
其
の
結

果
織
砲
が
普
及
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
，

錘
‐
砲
の
傳
來
と
其
の
普
及
一
○
一

去
冬
尊
札
被
ｙ
下
、
殊
御
懇
意
之
段
、
畏
拝
受
候
、
勝
又
八
拾
繭
斤
船
之
事
．
被
二
仰
越
一
候
、
川
随
分
肝
煎
候
虚
一
一
、
從
二

屋
形
橡
一
、
唐
江
被
ｙ
遥
候
様
、
罷
不
ｖ
成
候
て
、
不
ｖ
及
二
是
非
｝
候
、
其
方
ヨ
リ
愛
許
尾
形
様
へ
、
御
上
被
レ
成
候
進
物
、

拙
子
前
よ
り
慥
一
一
屋
形
様
へ
上
巾
候
へ
共
、
毎
年
進
物
も
被
し
遥
候
て
、
那
外
抑
懇
之
様
子
に
て
御
嘩
候
、
川
御
船
〈
毎

年
此
地
へ
被
し
遥
候
へ
、
御
馳
走
可
ソ
被
し
成
川
二
候
、
随
而
從
二
屋
形
様
一
、
船
一
艘
被
ソ
避
候
へ
共
、
餘
小
船
一
一
而
候
故
、

か
ひ
た
ん
衆
も
不
岬
入
被
レ
巾
二
付
、
川
屋
形
様
へ
も
ど
し
巾
候
へ
ぱ
、
亦
爲
二
御
返
漉
一
蘇
木
壱
千
、
鉛
五
百
斤
被
し
篭
候
、

ｊ

井
鉛
千
斤
被
ｖ
遥
候
、
是
〈
從
二
抑
所
持
一
、
織
砲
二
十
挺
被
し
進
候
、
此
爲
二
御
返
臓
一
鉛
千
斤
被
し
造
候
條
、
其
元
奉
γ
順
候
、

へ
人
名
祇
明
）

右
梶
屋
彌
右
衛
門
尉
殴
江
慥
渡
、
御
船
二
付
．
御
馳
走
申
上
候
蕪
□
□
□
□
□
口
剛
人
御
申
上
可
レ
有
候
條
、
不
し
能
二
子

細
一
候
㈹
恐
共
謹
言
（
ソ
）握浮

Ⅷ

三
月
三
日
純
庚
（
花
押
）

三
月
三
日

一
上
様
が
し
や
む
ろ
王
へ
、
御
織
地
廿
丁
御
造
候
間
、
可
し
被
ソ
渡
候
、
大
阪
人
。
可
レ
下
候
以
上

進
上

躯
井
武
瓶
守
様

』

’

■
■
日
■
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Ｆ
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一
■
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皿
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Ⅲ
１
１

繊
砲
を
筒
と
い
ひ
、
繊
砲
を
張
る
と
い
ひ
、
繊
砲
鍛
冶
溌
繊
砲
張
り
と
い
ふ
。
鐵
砲
は
張
る
と
い
ふ
所
か
ら
繊
砲
ぞ
稲
し

て
筒
と
い
ふ
言
葉
が
川
來
た
の
で
あ
ら
う
。
繊
地
記
に
も
初
め
其
の
形
制
は
獅
似
の
も
の
を
作
る
こ
と
を
得
た
が
、
其
の
底

の
以
て
之
れ
字
塞
ぐ
所
以
を
知
ら
ず
、
天
文
十
三
年
来
島
の
南
畿
商
人
か
ら
、
之
れ
を
塞
ぐ
術
を
習
得
し
た
と
あ
る
か
ら
、

冊
制
は
筒
で
あ
り
、
筒
の
一
方
淀
塞
い
で
銃
身
と
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
若
し
臼
砲
の
加
き
も
の
、
叉
は
竹
筒
様
の
朝
鮮
及

び
支
那
式
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
織
砲
は
刺
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
朝
鮮
式
、
支
那
式
は
繊
砲
の
身
浄
作
り
、

之
れ
を
割
っ
て
胄
管
と
な
し
て
銃
身
を
作
っ
た
。
か
や
弓
な
式
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
弾
は
石
や
徴
で
あ
っ
て
も
よ
い
筈
で

あ
る
。
併
し
諏
子
島
式
蕨
ら
ば
ま
づ
鋳
測
で
銅
鐡
の
精
巧
な
管
即
ち
筒
を
作
り
、
こ
れ
を
銃
身
に
す
る
こ
と
が
脳
來
れ
ぱ
、

小
丑
の
良
質
の
火
藥
ぞ
川
ひ
、
小
簸
の
師
を
硴
碓
に
發
射
し
得
る
の
で
あ
る
。
故
に
そ
の
郷
は
鉛
の
如
き
令
脇
で
あ
る
こ
と

を
有
利
と
す
る
。
奮
老
を
稲
す
み
際
火
薬
の
事
に
は
老
へ
及
ぼ
し
た
が
、
弾
の
鉛
に
つ
い
て
は
氣
が
附
か
な
か
っ
た
。
前
掲

多
胡
文
書
に
殖
井
裁
矩
が
遜
羅
か
ら
鉛
を
照
ら
れ
て
ゐ
る
事
が
見
え
て
ゐ
る
。
織
地
記
に
も
妙
薬
を
其
の
織
地
中
に
入
れ
、

添
へ
る
に
小
開
鉛
を
以
て
す
と
あ
る
。
天
正
三
年
五
月
什
八
日
附
、
戸
次
逝
雪
の
き
ん
ち
よ
女
に
宛
て
た
讓
状
に
見
え
て
ゐ

ろ
讓
與
品
目
の
中
に
も

一
、
大
織
地
十
五
張
小
筒
鰯
帳

依
二
拝
領
｜
多
年
令
二
秘
賊
｝
則
御
判
有
ｙ
之

一
、
對
鑓
五
十
本
黒
柄
蝿
く
ぴ
漆
薄

迩
砲
の
臨
來
と
其
の
智
及

（
四
）
鐵
砲
の
弾
丸
に
つ
い
て

一
○
二



と
あ
る
ｃ
銃
弾
と
し
て
鉛
ぞ
用
ひ
ら
れ
た
ら
し
い
。
か
う
し
て
銃
と
と
も
に
火
藥
も
弾
も
近
代
化
し
て
、
初
め
て
一
般
睡
戦

に
も
用
ひ
ら
れ
て
有
利
と
な
り
、
恭
舞
普
及
す
る
や
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
自
ら
戦
線
に
礎
効
の
あ
っ
た
事
は
戦
死

負
傷
の
注
文
状
な
ど
に
あ
ら
は
れ
て
来
た
。
立
花
文
書
永
職
十
二
年
五
月
十
八
円
附
戸
次
伯
耆
守
一
族
郎
轆
の
負
傷
戦
死
の

注
文
状
に
、
負
傷
を
類
別
し
て
矢
疵
、
刀
疵
、
石
疵
、
鑓
疵
の
外
に
．
手
火
矢
疵
が
あ
る
。
手
負
三
十
一
人
中
に
手
火
矢
疵

が
十
五
人
、
万
疵
が
十
二
人
、
矢
疵
が
十
五
人
、
而
し
て
手
火
矢
は
繊
砲
で
あ
る
か
ら
、
今
や
城
場
の
飛
迩
共
と
し
て
は
、

矢
の
威
力
を
凌
が
ん
と
す
る
や
う
に
な
っ
て
來
た
。

こ
上
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
弾
に
鉛
を
刑
ひ
ず
、
粗
製
の
繊
丸
や
行
を
川
ひ
た
時
代
即
ち
奮
式
銃
の
時
代
に
、
負
傷
名

は
皆
石
疵
の
中
に
入
れ
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
繊
砲
ぞ
依
然
と
し
て
火
矢
と
孵
し
、
そ
の
負
傷
を
石
疵
と
稲
し

て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
毛
利
文
書
に
天
文
二
十
一
年
七
月
一
千
三
日
の
術
後
瀧
山
城
攻
略
の
際
に
於
け
る
毛
利
隆
元

の
部
下
の
討
死
、
負
侮
者
の
注
文
状
に
は
、
手
負
百
五
十
六
人
中
に
二
十
八
人
の
石
疵
あ
り
、
繊
砲
疵
は
一
人
も
見
え
な

い
。
天
文
の
末
に
は
築
城
法
に
哨
織
砲
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
時
代
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
織
砲
は
桑
然
礎
城
に
は
効
力

辛
發
姉
し
な
か
っ
た
か
、
又
は
全
然
川
ひ
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
永
雌
の
末
年
に
は
弓
浄
凌
耀
せ
ん
と
す
る
や
ら
に
な
っ
た

と
は
思
へ
な
い
。
既
に
弘
治
永
職
の
初
め
の
甲
越
の
今
城
に
は
そ
れ
が
筏
川
せ
ら
れ
て
ゐ
た
諦
擦
が
甲
斐
剛
妙
法
寺
登
記
に

鐡
砲
の
傳
來
と
其
の
普
及
一
○
三

一
、
睡
砂
エ

ー
、
鉛
・
圭

（
前
後
略
）

千千

斤斤

壷
二
十

十
四
包

」

４
１

１
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鐡
砲
の
偲
來
と
其
の
普
及
一
○
四

見
え
て
ゐ
る
。
依
て
老
ふ
ろ
に
礫
と
あ
る
疵
は
、
恥
な
る
礫
疵
の
み
で
な
く
し
て
、
織
砲
疵
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
若
し
此
の
確
疵
を
雌
亜
に
礫
と
解
す
れ
ば
、
織
砲
か
湾
戦
に
効
力
か
發
抑
し
・
た
起
陳
は
中
國
方
面
で
は
天
文
廿
一

年
以
後
永
祗
の
末
以
前
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
併
し
私
は
そ
の
起
原
は
今
少
し
早
い
時
代
に
あ
る
と
老
へ
る
。
故
に
か
う
し

た
職
か
ら
老
へ
て
も
、
繊
砲
と
い
ふ
言
葉
の
現
れ
る
、
現
れ
な
い
に
依
て
、
そ
の
迩
川
に
供
せ
ら
れ
た
か
否
か
を
遮
か
に
判

定
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
と
恩
ふ
。

（
五
）
南
蟄
筒
の
傳
播
と
大
友
氏
等

大
友
家
文
書
録
（
大
友
史
料
鋪
一
縮
）
に
弘
治
二
年
九
月
南
縦
製
の
繊
砲
を
將
車
義
輝
に
献
上
し
た
の
で
、
右
の
如
き
内

書
を
賜
は
っ
た
と
あ
る
。

鐡
放
一
南
醗
筒
到
來
候
誌
、
殊
星
罪
候
條
、
別
而
率
恥
兜
候
、
猫
峅
光
可
γ
申
候

九
月
廿
三
日
御
判

大
友
新
太
郎
と
の
へ

新
太
郎
は
い
ふ
迄
も
な
く
義
鎭
で
あ
る
。
本
菩
に
は
此
の
外
に
、
間
六
月
冊
八
日
（
氷
藤
元
年
な
ら
ん
）
大
館
啼
光
が
繊
砲

を
義
鋲
に
求
め
る
奉
書
が
あ
り
、
翌
水
泳
一
犀
「
源
義
鋲
」
と
耕
名
し
、
啼
光
に
宛
て
た
繊
砲
を
進
献
す
る
將
車
へ
の
披
露

状
が
あ
る
。
い
づ
れ
も
少
し
く
脇
に
落
ち
な
い
節
が
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
今
参
考
と
し
て
こ
Ａ
に
叙
し
て
世
く
。

武
家
名
目
抄
引
く
大
館
文
書
に
、
左
の
如
き
一
通
が
あ
る

就
二
栗
毛
糟
毛
早
道
賜
之
俄
一
、
御
内
書
致
二
頂
戴
一
候
、
則
進
上
仕
候
、
価
雌
下
可
二
御
請
一
候
上
、
存
分
候
之
條
、
孝
阿
上
洛

I
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’
六
月
廿
五
日

盛
方
院
氏
眞

礎
方
院
は
法
號
か
、
法
號
を
俗
名
の
上
に
冠
す
る
の
は
解
し
難
い
。
或
は
こ
の
三
字
は
後
人
の
書
き
入
れ
か
。
又
氏
眞
と
あ

る
の
は
今
川
氏
眞
か
。
氏
眞
は
法
號
を
仙
厳
院
と
い
ふ
（
野
史
）
然
ら
ば
こ
の
氏
眞
は
今
川
氏
で
は
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

い
づ
れ
に
し
て
も
西
剛
か
ら
体
へ
た
と
旧
心
は
れ
る
珍
ら
し
き
繊
砲
を
外
に
仲
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
大
友
氏
か
ら
將
軍
へ
，

將
軍
か
ら
更
に
今
川
氏
へ
と
、
こ
れ
は
正
式
、
公
式
の
蛾
他
山
仰
播
の
一
經
路
で
あ
る
。

昔
か
ら
小
銃
は
繩
子
路
へ
。
而
し
て
大
砲
は
蠅
後
へ
天
砿
四
年
に
南
鐙
か
ら
仰
は
っ
た
と
い
ふ
の
が
薪
名
な
説
で
あ
る
。

大
砲
か
大
友
氏
へ
傅
來
し
た
と
い
ふ
説
は
大
友
興
隆
記
に
「
去
程
に
去
天
正
四
年
丙
子
の
夏
、
南
鍍
幽
よ
り
大
の
石
火
矢
到

來
す
」
と
あ
屋
に
振
る
の
で
あ
ら
う
。
此
の
時
形
式
の
異
っ
た
も
の
が
新
た
に
鱒
來
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
大
砲
が
初
め

て
此
の
年
に
盟
後
に
傳
來
し
た
の
で
な
い
事
は
、
前
掲
天
聖
一
犀
の
立
花
迩
雪
の
誕
壯
に
、
大
繊
炮
十
五
版
と
あ
り
．
し
か

も
そ
れ
は
道
雲
が
多
年
拝
仙
品
と
し
て
秘
赦
せ
し
む
る
も
の
と
あ
る
か
ら
．
逝
雲
が
王
家
か
ら
そ
れ
を
拝
仙
し
た
の
は
、
永

称
の
・
初
め
前
後
の
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
大
両
巫
の
秤
仙
で
あ
る
か
ら
、
大
友
氏
か
天
文
の
末
か
弘
治
の
頃
に

は
、
大
最
の
製
産
に
可
能
で
あ
っ
た
と
老
へ
ら
れ
る
。
こ
の
大
織
地
十
五
狼
と
一
緒
に
小
筒
か
一
張
あ
っ
た
。
こ
れ
も
拝
恢

品
と
し
て
道
雲
が
早
く
か
ら
大
切
に
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
れ
は
大
友
氏
か
ら
將
箙
に
献
上
し
た
南
識
筒
と

同
類
の
も
の
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
。
そ
の
式
の
系
統
は
種
子
烏
沈
で
あ
る
か
ど
う
か
、
遼
か
に
判
定
出
来
な
い
。
鍵
に
あ
け
た

大
友
興
腰
記
な
ど
に
は
，
大
友
氏
に
於
て
は
敵
子
烏
銑
が
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
事
が
兇
え
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
種
子
島
式
近
代

鐵
砲
の
偲
來
と
北
あ
普
及
一
○
五

之
時
分
、
様
鵲
可
二
申
上
一
候
、
就
ｙ
中
鐵
炮
一
丁
令
二
拝
領
一
候
恭
存
候
、
此
旨
可
レ
預
二
御
取
合
一
候
、
恐
糞
謹
言

刀

ｒ

１

ｌ

ｌ

日
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こ
上
に
附
記
し
て
置
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
山
、
縣
大
烏
那
伊
保
田
村
俊
成
氏
の
文
害
に
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
此
の

文
書
は
大
正
十
二
年
の
探
訪
で
あ
っ
て
、
書
冊
に
つ
い
て
の
記
憶
な
ど
が
判
然
し
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
初
め
の
文
諜
で
あ

ら
う
と
思
っ
た
。 鐡

砲
の
傅
來
と
其
の
普
及
一
○
六

南
鐙
流
小
銃
と
い
ふ
ぐ
ら
ゐ
の
意
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
う
。
南
鱗
船
が
直
挫
醐
後
に
来
る
や
弓
に
な
り
、
そ
の
他
切
支
丹

の
作
天
連
や
伊
認
猟
が
大
友
氏
へ
川
入
す
る
様
に
な
れ
ば
、
彼
れ
等
は
同
然
南
礎
流
小
銃
を
大
友
氏
に
僻
へ
た
と
思
ふ
。
予

は
切
支
丹
（
耶
蘇
會
派
）
所
厩
の
宣
教
帥
に
し
て
西
牌
千
六
百
年
の
初
め
に
箸
は
し
た
要
宋
川
集
〃
減
し
て
ゐ
る
。
要
塞
を

研
究
す
る
位
で
あ
る
か
ら
、
識
砲
の
事
に
も
通
じ
て
ゐ
る
穴
教
師
も
あ
り
、
叉
布
教
の
方
便
と
し
て
か
や
う
な
利
器
を
私
に

傳
授
し
た
と
も
思
は
れ
る
。
故
に
商
人
の
手
を
經
な
い
で
も
、
切
支
丹
定
戦
師
の
手
を
經
て
盟
後
に
南
殿
流
大
小
砲
が
仰
來

し
た
と
考
へ
得
ら
れ
る
。
そ
れ
が
上
方
に
仰
は
り
、
更
に
東
國
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
ら
う
。
織
地
記
に
自
性
し
て
ゐ
る
種
子

島
が
根
本
と
な
っ
て
繊
砲
が
日
本
岡
内
に
蒋
及
し
た
と
い
ふ
説
に
依
て
南
溌
筒
が
盟
後
か
ら
上
方
に
僻
は
っ
た
事
避
の
如
き

は
皆
押
し
消
さ
れ
て
経
っ
た
。
呪
や
南
謹
種
子
島
銃
以
前
に
、
締
巧
な
銃
と
、
之
に
附
随
す
る
優
秀
な
火
薬
と
、
郷
快
に
し

て
有
効
な
鉛
子
と
い
ふ
三
拍
子
が
術
は
っ
た
繊
砲
で
は
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
式
，
支
那
式
の
織
砲
は
、
天
文
以
前
に
支
那
、

鮒
鮮
，
琉
球
等
か
ら
陣
は
っ
て
、
除
糞
と
し
て
そ
れ
が
傅
播
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
如
き
事
は
、
全
く
老
へ
ら
れ
な
い
や
弓
に
な

鮒
鮮
，
琉
球
等
１

つ
た
の
で
あ
る
。

一
、
南
溌
鐡
張
之
大
筒
．
王
目
武
〆
目
、
た
め
し
蕊
五
歩
掛
り
、
様
躰
繪
岡
の
ご
と
し
、
佃
筒
屋
銀
付
一
通
有
ｙ
之

昂

】

『
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口
上
之
攝
害

一
、
南
溌
繊
張
、
式
貫
目
王
之
大
筒
，
被
ｖ
成
二
御
見
せ
一
、
得
と
一
見
仕
候
、
珍
敷
抑
筒
御
座
候
、
殊
に
五
歩
掛
り
之
藥
に

而
？
度
堂
た
め
し
被
二
仰
付
一
候
山
、
世
洲
無
類
之
御
道
具
御
噸
候
、
堺
筒
屋
共
茂
、
給
岡
御
慰
せ
候
へ
者
．
申
分
同

前
之
由
，
可
ｙ
有
二
御
座
一
候
、
堺
に
て
〈
五
百
目
玉
が
大
筒
ｔ
毎
々
が
張
巾
た
る
縦
、
無
二
御
座
一
候
．
御
望
一
一
被
二
恩

（
不
明
）

召
一
御
大
名
様
方
は
、
い
か
程
茂
高
直
一
一
、
御
取
可
し
被
し
成
候
、
若
壁
御
寅
買
之
御
沙
汰
一
一
茂
相
成
、
御
口
茂
御
座
候

者
、
右
之
次
第
、
無
二
相
逹
一
、
可
二
申
上
一
候
、
以
上

辰
ノ
三
月
十
五
日
堺
櫻
町
之
住

荒
地
勝
右
術
門
印
列

俊
成
氏
は
河
野
海
賊
の
一
家
で
、
忽
那
烏
俊
成
〃
荷
字
の
地
と
す
る
。
野
鳥
の
村
上
元
吉
の
天
正
十
一
年
及
び
同
十
二
年
の

土
地
宛
欣
を
有
し
て
ゐ
る
。
此
の
大
筒
と
い
ふ
の
は
江
戸
の
初
め
函
か
ら
，
百
年
も
前
に
朝
鮮
産
の
繊
を
以
て
張
っ
た
と
あ

る
か
ら
、
天
文
前
後
の
も
の
で
あ
ら
う
か
。
大
友
興
應
記
に
、
天
派
四
年
に
南
磁
か
ら
体
は
っ
た
大
筒
が
あ
り
、
宗
鱗
は
こ

れ
を
岡
崩
と
名
づ
け
た
と
あ
る
。
俊
成
氏
の
此
の
繊
砲
の
弾
の
亜
さ
が
二
費
目
も
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
た
し
か
に

岡
崩
と
い
ふ
に
和
常
す
る
。
併
し
そ
れ
は
堺
方
面
ま
で
は
傅
播
し
な
か
っ
た
も
の
Ａ
や
ら
で
あ
る
が
、
し
か
も
か
や
う
な
利

鐵
砲
の
傳
來
と
其
の
普
及
一
○
七

一
、
高
麗
之
織
拾
〆
目
、
百
年
以
前
、
鐵
炮
に
き
た
ひ
置
申
候
、
證
擴
有
し
之
、
慥
有
ｙ
之
候

右
望
之
方
候
得
者
、
沸
に
相
成
申
候
以
上

１
．
Ｎ
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鐡
砲
の
傳
來
と
共
の
普
及
一
○
八

器
が
、
瀬
戸
内
海
の
一
孤
烏
の
海
賊
心
手
に
止
っ
て
、
外
へ
は
播
ら
な
か
っ
た
と
も
老
へ
ら
れ
な
い
。
而
し
て
俊
成
氏
は
こ

れ
を
何
産
の
誰
れ
か
ら
博
へ
た
で
あ
ら
う
か
。
地
理
的
州
係
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
こ
れ
を
大
友
氏
か
ら
体
へ
た
と
老
へ
る
の

が
妓
も
自
然
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
此
の
事
麓
は
大
友
氏
と
繊
砲
の
傳
播
と
は
、
大
な
る
關
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
證
す
る

一
史
料
と
な
り
得
る
で
あ
ら
う
。

（
六
）
鐵
砲
の
著
し
き
普
及

鐡
砲
か
普
及
す
る
と
、
同
時
に
鐡
砲
の
名
が
智
及
す
る
や
う
に
な
っ
た
と
忠
は
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
初
め
は
蔭
砿
孵
の
記

録
に
あ
る
通
り
、
織
放
と
書
く
の
が
一
般
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
殊
に
西
剛
方
面
に
於
て
は
初
め
は
繊
放
と
書
い
た
ら
し
い
。

上
記
文
正
の
蔭
凉
軒
日
記
、
本
能
寺
文
普
、
種
子
島
文
書
、
大
友
文
普
、
そ
れ
か
ら
後
に
城
せ
る
笠
井
文
書
等
に
は
繊
放
と

あ
る
。
而
し
て
京
都
及
び
其
れ
よ
り
以
東
で
は
太
平
記
、
壗
誕
抄
半
以
來
織
地
と
か
き
，
万
松
院
穴
太
記
、
甲
斐
剛
妙
法
寺

寺
記
皆
織
地
と
書
い
て
あ
る
。
以
上
は
皆
天
正
以
前
の
文
書
日
記
等
に
し
て
硴
疫
な
る
も
の
Ｌ
み
を
學
げ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
と
も
か
く
も
、
鐡
他
か
鐡
砲
の
名
で
置
戦
に
川
ひ
ら
れ
た
こ
と
を
硴
賀
に
物
語
る
文
献
は
、
天
文
十
八
年
の
穴
太
記
以

前
の
も
の
に
は
ま
だ
發
見
し
得
ら
れ
な
い
。
弘
治
、
永
職
の
頃
に
至
れ
ば
、
そ
れ
が
疫
戦
に
川
ひ
ら
れ
た
證
擁
と
な
る
べ
き

文
献
が
多
く
な
っ
て
來
る
。
か
く
し
て
そ
の
名
が
普
及
す
る
の
は
、
永
藤
の
頃
か
と
思
は
れ
る
興
味
あ
る
文
献
を
左
に
示
さ

う
。
即
ち
毛
利
文
書
（
大
日
本
古
文
書
）
の
元
就
自
筆
書
状
に
、

一
、
元
就
事
、
隆
元
候
つ
る
時
者
世
上
之
お
そ
れ
も
す
ぐ
な
く
候
て
龍
居
候
つ
る
、
於
子
今
者
、
如
此
之
い
と
ん
仁
な
と
候

て
、
身
一
一
成
候
も
の
’
一
人
も
候
〈
て
、
輝
元
〈
若
年
一
一
候
、
一
回
用
心
な
と
の
心
も
候
〈
て
、
年
寄
候
て
こ
叉
一
人

I



書
（
川
雲
）
に

か
さ
な
と
に
居
候
〈
ん
事
、
ひ
と
へ
に
ノ
ー
大
事
と
存
候
ノ
、
、
降
元
な
と
さ
へ
、
か
や
う
「
一
色
発
た
て
用
心
な
と
仕

候
春
を
、
知
な
か
ら
ぞ
き
候
事
ハ
，
自
然
ノ
、
の
川
心
も
氣
遥
に
て
候
間
、
い
そ
ぎ
度
よ
し
申
候
つ
る
、
只
今
我
等
事

（
鐡
砲
）

ひ
と
へ
に
大
事
存
候
、
殊
更
今
比
〈
て
つ
ぼ
う
な
と
上
巾
事
候
て
、
紙
上
二
も
不
慮
之
事
の
み
候
之
間
、
無
油
断
身
上

候
ノ
、
、
今
日
不
思
隣
な
る
事
に
て
こ
そ
候
へ
、
こ
れ
叉
よ
く
ノ
、
物
か
た
り
可
巾
候
。
か
し
と

此
の
文
書
の
大
日
木
古
文
書
の
註
に
「
コ
ノ
交
番
ハ
三
代
睡
録
二
源
ル
ー
永
職
十
二
年
ノ
モ
ノ
’
一
力
、
ル
」
と
あ
る
。
外
に

は
と
に
か
く
藝
防
の
間
に
於
て
は
、
不
意
に
事
の
突
發
す
る
の
老
鐡
砲
と
云
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
れ
に
「
殊
更
今
頃
」

と
あ
る
の
が
鐡
砲
の
杵
及
を
老
へ
る
蛍
東
な
文
刎
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
繊
砲
が
普
及
せ
す
に
、
繊
砲
と
い
ふ
紺
だ
け
が
流

行
す
る
わ
け
も
な
く
、
又
古
臭
く
な
っ
た
織
砲
の
名
が
、
此
の
頃
に
な
っ
て
念
に
流
行
す
る
わ
け
尚
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ

ば
天
文
頃
に
は
發
見
す
る
こ
と
の
川
来
な
い
そ
の
蜜
川
に
供
せ
ら
れ
た
文
書
も
次
の
如
く
に
現
は
れ
て
来
る
。
則
ち
雑
井
文

笠
井
源
太
郎
殿

叉
羽
田
文
書
（
信
濃
）
中

今
度
鐡
放
芝
薬
玉
、

中

件 爲
二
笠
井
代
｝
、
今
度
純
城
．
帥
妙
候
、
殊
以
二
織
放
》
敵
欺
人
討
什
、
商
調
無
二
比
瀬
一
候
（
下
略
）

永
稚
旧
年
十
二
月
冊
三
日
隆
行
（
花
押
）

鐡
砲
の
仰
来
と
其
の
普
及

に
、矢

、
兵
狭
和
川
へ
於
二
和
川
誰
一
考
、
引
物
知
行
、
依
巽
奉
公
之
淺
深
一
而
、
可
二
宛
行
一
考
也
、
仏
如
ｙ

I

○
九

I
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又
を
御
念
川
に
候
條
、
早
糞
可
能
上
候
以
上

關
白
様
石
火
矢
被
二
仰
付
一
候
間
、
野
里
五
郎
右
術
門
親
子
之
下
知
一
一
付
て
、
石
火
矢
可
レ
仕
之
旨
、
被
二
仰
出
一
候
間
、
此

狄
参
着
次
第
、
可
二
罷
上
一
候
、
於
二
油
断
一
者
、
可
レ
爲
二
曲
事
一
、
御
念
之
御
川
に
候

（
二
字
不
明
）

十
一
月
廿
日
益
庵
□
□
（
花
押
）

か
た
う
か
な
や
（
以
下
六
軒
金
物
屋
宛
名
略
す
）

繊
他
帥
と
い
ふ
も
の
は
昔
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
金
屋
即
ち
鋳
物
帥
が
鐡
炮
張
り
の
業
を
専
門
と
す
る
や
う
に
な

っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
盟
匝
秀
吉
か
文
職
慶
長
の
役
に
先
だ
っ
て
奈
良
で
大
砲
の
鋳
造
を
命
じ
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
此
の
外
上

方
地
方
の
鋳
物
師
を
組
動
員
し
て
工
事
を
急
が
せ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
之
れ
と
同
時
に
諸
大
名
が
大
坂
に
喋
り
、
各
所
に
於

て
変
弾
淡
雷
を
行
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
が
爲
め
市
内
は
危
険
を
感
じ
、
且
つ
弊
盗
上
の
不
便
も
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、

次
の
如
き
五
奉
行
の
奉
普
（
伊
逹
文
沓
）
尭
發
し
て
ゐ
る
っ
宛
名
は
「
大
崎
少
脾
（
政
宗
）
殿
」
と
あ
る
。
恐
ら
く
在
坂
の

諸
大
名
に
令
し
た
も
の
で
、
文
書
に
年
號
は
な
い
が
、
征
糀
陣
前
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
射
的
淡
習
、
新
造
耐
の
試
醗
射
雌
等

が
城
り
に
市
内
で
行
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

追
而
、
於
二
大
坂
一
織
地
被
γ
打
惟
川
ハ
、
天
浦
之
四
、
す
な
〈
ら
に
土
手
を
つ
き
峡
て
、
う
ち
所
可
レ
被
し
究
候
、
以
上
、

各
御
屋
敷
、
其
外
所
凌
二
て
、
織
地
を
狼
被
し
放
候
懐
、
嘩
被
レ
成
二
御
停
止
一
候
側
，
可
ｖ
被
し
成
二
其
御
心
得
《
候
、
繊
地
稽

古
、
筒
を
た
め
入
候
俄
考
、
狼
谷
之
逝
南
稚
谷
‐
並
山
科
本
触
寺
古
歴
敷
二
て
、
可
ｖ
被
し
仕
之
旨
候
．
如
レ
此
被
二
仰
出
一
候

上
、
右
剛
所
之
外
二
て
、
若
鐡
炮
被
ｖ
放
候
者
、
可
Ｌ
爲
二
御
越
度
》
候
、
恐
悦
諌
言
、

鐵
砲
の
傳
來
と
其
の
普
及
二
一

Ⅱ

「
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

‐

鐡

砲

の

傳

来

と

其

の

普

及

二

二

正
月
十
八
日
正
家
（
花
押
）
（
以
下
五
奉
行
の
将
名
略
す
）

こ
Ｌ
に
「
織
地
」
と
「
筒
」
と
を
価
別
し
た
の
は
、
大
砲
と
小
銃
と
を
砿
別
し
て
注
意
し
た
の
で
あ
ら
う
。
織
他
が
杵
及
す

る
や
う
に
な
る
と
兵
器
と
し
て
の
み
川
ひ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
狩
猟
川
、
雌
梁
川
と
し
て
も
川
ひ
ら
れ
始
め
た
。
立
花
文

書
に於

筑
後
幽
中
、
掴
白
鳥
雁
鵬
共
外
諦
鳥
、
如
一
去
年
一
以
織
炮
一
討
し
之
、
叉
群
猟
師
等
巾
付
、
烏
共
可
レ
進
二
上
之
一
、
他
所

中
如
ｙ
此
、
被
二
仰
付
一
候
考
、
御
朧
場
二
被
二
研
世
一
候
川
へ
諸
島
可
二
集
來
一
雌
之
Ⅲ
、
入
し
粘
可
二
巾
付
一
候
、
尚
山
中
山
城

守
可
ｙ
巾
候
也

九
月
十
六
日
朱
印
（
秀
吉
）
羽
柴
柳
川
侍
從
と
の
へ

此
の
文
書
は
秀
吉
の
塙
誰
屋
亦
陣
中
か
、
或
は
其
れ
以
煎
雑
化
氏
の
仙
内
に
朧
狩
を
試
み
ん
と
し
て
、
豫
め
推
物
浄
應
場
に

逐
ひ
込
め
世
か
う
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
鐡
砲
は
か
く
て
武
器
と
し
て
、
亦
職
業
川
と
し
て
、
雌
樂
川
と
し
て
川
ひ
ら

れ
、
益
凌
普
及
し
た
ら
し
い
。
天
正
十
六
年
の
秀
吉
の
諦
閏
百
姓
に
對
す
る
刀
狩
り
に
は
、
刀
や
錨
と
と
も
に
繊
砲
も
狩
り

た
て
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
益
舞
武
器
と
し
て
武
士
の
魂
と
信
ぜ
ら
れ
る
刀
劔
に
准
じ
て
信
仰
脱
せ
ら

れ
る
様
に
な
っ
た
。
そ
の
興
味
あ
る
一
例
を
示
す
も
の
は
次
の
川
雲
の
日
御
価
川
耐
文
書
の
中
の
左
の
一
通
で
あ
る
。

乳
上

１
－

依
一
一
相
岡
様
仰
一
、
日
本
六
拾
餘
州
之
大
牡
、
織
炮
一
挺
宛
、
令
レ
進
二
納
之
一
候

一
、
日
御
碕
薙
祁
一
挺

I

’



一
、
杵
築
大
明
神

一
，
隠
岐
國
大
宮

一
、
龍
宮
三
挺
之
内

日
御
碕
海
中
へ
納

進
上
候
．
何
も
被
ｖ
成
二

納
一
從
二
其
大
窩
司
一
読

取
状
可
γ
預
二
御
取
一
候
、

爲
レ
共
如
レ
此
候
、
恐
懐

何
‐
も
被
ｖ
成
二

唯
今
鐡
炮
川
挺

阿
波
鳴
門
、
長
門

赤
間
開
令
二
沈
置
一

申
度
候
、
礎
二
挺
ハ

元
和
四
城

謹
＝
F=0

ノ
｜霜

月
廿
六
日

鐡
砲
の
仰
來
と
其
の
誰
及

野
田
善
阿
郎

御

祗

一一一

挺挺挺

活
発
（
花
押
）Ｉ

■

一
一
一
一
一

ｌ
■
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鐡
砲
の
傳
來
と
其
の
警
及
二
四

日
御
耐
本
願

（
七
）
結
語

繊
他
の
傳
來
を
老
へ
て
稲
を
成
す
と
と
五
度
、
猶
ほ
完
し
と
は
勿
論
い
へ
な
い
。
私
が
鐵
砲
の
傅
來
老
に
か
う
し
て
執
着

す
る
の
淀
不
思
議
に
思
ふ
人
も
あ
ら
う
。
思
ふ
に
黎
明
期
に
於
け
る
西
洋
文
化
輸
入
の
状
況
は
い
か
ん
。
例
へ
ぼ
そ
れ
は
直

接
輸
入
さ
れ
た
か
。
或
は
間
接
で
あ
っ
た
か
。
叉
ど
ん
な
經
路
を
辿
っ
て
輸
入
さ
れ
た
か
。
又
ど
ん
な
發
逹
を
途
け
た
か
、

等
の
問
題
は
日
本
文
化
史
上
鮫
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
分
明
に
な
ら
ざ
る
限
り
、
其
の
影
響
と
い
ふ
、
最
も
肝
心

な
鮎
も
分
明
に
は
な
ら
な
い
。
而
し
て
西
洋
文
化
と
云
っ
て
も
多
種
多
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
輸
入
の
状
況
も
一
様
に
は

老
へ
ら
れ
な
い
。
大
音
響
を
仲
ふ
鐡
他
の
如
く
其
の
存
在
を
幟
す
こ
と
の
困
難
な
、
そ
し
て
叉
そ
の
影
響
が
明
確
に
現
れ
る

や
う
な
代
物
は
、
外
に
類
例
を
見
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
予
が
無
鐡
砲
に
繊
砲
の
傳
來
を
老
へ
る
所
以
で
あ
り
，
大
方
の
示

教
を
仰
ぐ
こ
と
が
、
今
挺
至
っ
て
ま
す
ノ
、
切
な
る
所
以
で
あ
る
。




